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ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（７）

一

ハ
リ
バ
ッ
タ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
研
究
（
七
）

―
第
九
、
二
一
、
二
九
、
三
一
、
三
三
話
の
和
訳
―

岡　

野　
　

潔

『
ハ
リ
バ
ッ
タ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
』
は
ま
る
で
色
と
り
ど
り
で
多
種
多
様
の
高
級
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
粒
が
沢
山
入
っ
た
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
箱
の
よ
う
な
文
芸
作
品
で
あ
る
。
全
三
四
話
（
も
し
く
は
全
三
五
話
） 　

の
ど
の
章
も
高
い
完
成
度
を
誇
り
、
韻
文
・
散
文
の
隅
々

ま
で
詩
人
の
職
人
的
な
技
巧
を
凝
ら
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
ど
の
文
も
切
れ
味
よ
く
言
葉
が
明
瞭
で
、
無
駄
が
な
い
。
イ
ン
ド
仏
教
の

千
年
に
わ
た
る
梵
語
の
詩
作
の
歴
史
の
最
盛
期
の
み
に
存
在
し
え
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
作
品
が
、
完
全
無
欠
な
形
で
梵
文
の
全
テ
ク
ス
ト
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
本
来
の
テ
ク

ス
ト
の
姿
は
、
作
品
の
完
訳
で
あ
る
蔵
訳
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
）
か
ら
推
測
で
き
る
が
、
そ
の
作
品
全
体
の
約
八
割
に
あ
た
る
梵
文
が
現
存

の
梵
語
写
本
（
A
と
B
）
か
ら
知
り
得
る
こ
と
が
出
来
る
た
め 　

、
そ
の
約
八
割
の
テ
ク
ス
ト
が
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ベ
博
士
に
よ
っ
て
新
し

い
梵
文
校
訂
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
梵
文
の
全
体
の
二
割
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
章
の
中
に
は
当
然
、
不
完
全
な
形
で
し
か
梵
文

が
知
り
得
な
い
章
や
、
梵
文
が
全
く
得
ら
れ
て
い
な
い
章
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
は
こ
の
『
哲
学
年
報
』
誌
上
で
の
一
連
の
翻
訳
の

発
表
に
あ
た
っ
て
、
梵
文
が
欠
け
て
い
な
い
章
を
先
に
訳
出
し
て
ゆ
く
方
針
を
立
て
、
梵
文
の
欠
損
が
あ
る
章
は
後
回
し
に
し
て
き
た
。

し
か
し
連
載
の
第
六
回
目
以
降
に
は
、
梵
文
が
欠
け
て
な
い
章
は
も
う
残
っ
て
な
い
。
第
七
回
目
と
な
る
今
回
の
発
表
で
は
、
私
は
第

九
、
第
二
一
、
第
二
九
、
第
三
一
、
第
三
三
の
五
つ
の
章
を
訳
す
が
、
そ
の
う
ち
の
三
つ
の
章
（
九
と
二
九
と
三
三
）
は
ど
れ
も
梵
文
の

欠
損
部
を
も
ち
、
二
つ
の
章
（
二
一
と
三
一
）
は
ど
ち
ら
も
梵
文
が
皆
無
の
章
で
あ
る
。
し
か
し
梵
文
の
欠
け
て
い
る
箇
所
は
す
べ
て
蔵
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二

訳
か
ら
補
っ
て
訳
し
た
の
で
、
一
応
私
の
和
訳
の
上
で
は
ど
の
章
も
欠
損
部
は
無
い
。
そ
の
蔵
訳
は
そ
の
訳
自
体
が
良
質
の
も
の
で
は

な
く 　

、
そ
こ
か
ら
の
和
訳
は
多
数
の
誤
訳
の
危
険
を
避
け
て
通
れ
な
い
の
で
、
蔵
訳
に
よ
る
補
填
の
箇
所
に
誤
訳
が
あ
っ
て
も
ど
う

か
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
和
訳
で
文
頭
や
段
落
の
初
め
に
ア
ス
テ
リ
ス
ク （
＊
） 

を
付
け
た
箇
所
が
、
私
が
蔵
訳
か
ら
補
っ
て
訳

し
た
所
で
あ
る
。

さ
て
今
回
こ
こ
に
訳
す
五
つ
の
話
が
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
の
作
品
構
成
法
で
あ
る
「
六
つ
の
波
羅
蜜
」
区
分
の
ど
れ
に
属
す
る

の
か
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
九
話
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
は
、「
布
施
の
波
羅
蜜
」（
完
全
な
る
布
施
）
に
属
す
る
話
で
あ
り
、
人
民
に
対

し
て
憐
れ
み
深
い
理
想
の
王
が
飢
饉
の
時
に
実
に
実
行
困
難
な
布
施
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
布
施
波
羅
蜜

に
属
す
る
話
で
は
第
二
、
第
四
、
第
六
話
で
も
飢
饉
の
悲
惨
な
状
況
に
お
け
る
布
施
が
語
ら
れ
て
い
る
。

第
二
一
話
ダ
ル
ダ
ラ
蛇
は
、「
忍
辱
の
波
羅
蜜
」（
完
全
な
る
忍
辱
）
に
属
す
る
話
で
あ
り
、
主
人
公
の
蛇
と
そ
の
弟
が
い
わ
れ
の
無
い

侮
辱
・
悪
口
を
ひ
た
す
ら
堪
え
忍
ん
だ
忍
辱
行
を
物
語
る
。
忍
辱
と
い
う
徳
目
を
示
す
例
話
と
し
て
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
こ
れ
を
題
材
に

選
ん
だ
理
由
が
よ
く
わ
か
る
内
容
の
話
で
あ
る
。

次
に
第
二
九
話
劇
団
の
娘
ニ
ル
パ
マ
ー
、
第
三
一
話
隊
商
主
ス
ヤ
ー
ト
ラ
、
第
三
三
話
シ
ャ
ク
ラ
（
帝
釈
天
）
は
、
ど
れ
も
「
智
慧
の

波
羅
蜜
」（
完
全
な
る
智
慧
）
の
区
分
に
属
す
話
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
話
は
ハ
イ
ラ
イ
ト
場
面
で
主
人
公
が
智
慧
の
言
葉
を
語
る
と
い
う
点

で
共
通
し
て
い
る
。

第
二
九
話
の
ニ
ル
パ
マ
ー
の
話
は
、
舞
踏
劇
（
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
）
の
女
優
で
あ
る
主
人
公
の
女
性
が
舞
台
の
上
で
と
っ
さ
に
見
事
に
語
っ

た
一
詩
節
の
智
慧
の
言
葉
が
、
演
劇
の
師
匠
・
苦
行
者
の
若
者
・
二
人
の
商
人
・
一
人
の
大
臣
・
王
子
の
、
計
六
人
の
男
た
ち
に
心
か

ら
の
反
省
を
与
え
、
人
生
に
お
い
て
誤
っ
た
方
向
に
進
み
か
か
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
男
た
ち
が
各
自
の
行
動
を
道
徳
的
に
正
し
い
方
向
へ

向
け
直
す
決
断
を
な
す
き
っ
か
け
に
な
り
、
更
に
そ
こ
で
観
劇
し
て
い
た
王
も
結
果
的
に
王
位
簒
奪
の
た
め
の
暗
殺
計
画
か
ら
命
を
救

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
彼
女
は
王
か
ら
の
感
謝
と
称
讃
を
得
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
民
話
学
上
、
珍
し
い
話
型
を
も
っ
て
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三

い
る
点
で
注
意
さ
れ
る
。

第
三
一
話
の
隊
商
主
ス
ヤ
ー
ト
ラ
の
話
で
は
、
遊
郭
の
最
高
格
の
遊
女
で
あ
る
絶
世
の
美
女
バ
ド
ラ
ー
が
主
人
公
ス
ヤ
ー
ト
ラ
を
訴

え
た
裁
判
の
場
で
、
被
告
の
主
人
公
が
語
っ
た
「
美
貌
は
日
々
、
目
減
り
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
、
人
が
も
つ
美
と
若
さ
を
驕
る
心
を
戒

め
る
智
慧
の
言
葉
が
、
そ
の
裁
判
に
列
席
し
た
人
々
に
う
な
ず
き
と
反
省
を
与
え
る
。
こ
の
話
で
は
作
者
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
見
た
当
時
の

遊
郭
（
娼
楼
）
の
人
々
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

ま
た
第
三
三
話
シ
ャ
ク
ラ
（
帝
釈
天
）
は
、
苦
行
林
で
一
匹
の
野
生
の
仔
象
を
愛
す
る
一
人
の
牟
尼
が
、
母
象
を
亡
く
し
た
そ
の
仔
象

を
心
配
し
て
、
愛
情
の
あ
ま
り
悩
苦
す
る
の
を
見
て
、
菩
薩
で
あ
る
シ
ャ
ク
ラ
が
一
人
の
婆
羅
門
に
化
け
、
智
慧
の
言
葉
を
も
っ
て
そ

の
仙
人
の
愛
情
の
苦
し
み
を
戒
め
る
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
も
つ
「
動
物
好
き
の
視
線
」
と
「
自
然
に
溢
れ
た
苦
行

林
へ
の
憬
れ
」
が
そ
の
筆
致
に
よ
く
表
れ
て
い
る
、
愛
す
べ
き
章
で
あ
る
。

ハ
リ
バ
ッ
タ
は
作
品
に
お
い
て
芸
術
性
を
最
も
重
視
し
た
書
き
ぶ
り
を
有
す
る
点
で
、
彼
以
前
の
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
な
ど
の
仏
教

詩
人
と
は
一
線
を
画
す
存
在
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
伝
承
を
大
胆
に
変
え
、
本
来
の
伝
承
が
も
つ
話
型
や

細
部
の
表
現
に
束
縛
さ
れ
ず
、
話
が
聴
衆
の
感
情
に
与
え
る
効
果
を
見
定
め
な
が
ら
、
必
要
と
あ
ら
ば
原
典
に
な
か
っ
た
叙
情
的
表
現

も
付
け
加
え
て
、
常
に
聴
き
手
の
心
情
に
寄
り
添
う
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
。
ま
た
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
初
め
の
布
施
波
羅
蜜
の
区
分
の
章

（
第
一
〜
一
一
話
）
で
は
有
名
な
説
話
を
多
く
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
後
の
三
分
の
二
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
説
話
を
取
り
上
げ
る
こ

と
が
多
く
な
り
、
特
に
第
二
六
話
以
降
の
禅
定
・
智
慧
波
羅
蜜
の
区
分
の
話
に
な
る
と
必
ず
し
も
す
べ
て
の
章
で
仏
教
徒
の
伝
承
の
内

部
だ
け
か
ら
話
の
素
材
を
見
つ
け
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い 　

。
そ
こ
で
は
彼
は
詩
人
と
し
て
、
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ

の
『
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
婆
羅
門
系
の
教
養
的
な
神
話
伝
説
な
ど
の
伝
統
と
仏
教
系
の
固
有
の
伝
統
と
は
あ
る

程
度
共
存
し
う
る
と
見
る
融
和
的
な
立
場
か
ら
作
品
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

（
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四

ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
風
は
先
行
す
る
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
た
ち
か
ら
進
ん
で
い
っ
そ
う
優
美
に
な
り
、
長
い
複
合
語
の
修
飾
句
を
数
多

く
並
べ
た
凝
っ
た
散
文
、
複
合
語
に
お
い
て
も
意
味
の
明
晰
さ
を
失
わ
な
い
文
体
、
仏
教
梵
語
的
な
語
彙
が
少
な
い
正
確
な
古
典
語
の

使
用
な
ど
の
特
徴
を
も
ち
、
時
代
的
に
彼
と
近
い
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
な
ど
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
詩
人
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
作
品
へ
近
づ
い
て
い
る

感
じ
が
す
る
こ
と
か
ら
、
四
世
紀
中
頃
の
カ
ー
ヴ
ィ
ア
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
強
く
影
響
さ
れ
た
形
で
、
彼
は
新
し
い
時
代
の
ジ
ャ
ー
タ

カ
マ
ー
ラ
ー
を
作
ろ
う
と
し
た
様
に
思
わ
れ
る
。

第
九
話　
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

 

た
と
え
自
分
が
つ
ら
い
思
い
を
し
て
も
、
布
施
の
果
を
知
る
者
な
ら
、
布
施
を
与
え
ま
す
。
田
畑
の
土
地
で
苦
労
し
て
働
く
者
は
、

種
子
が
果
実
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。〔
九
・
一
〕

◇　

こ
の
よ
う
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。—
　

王
都
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
お
い
て
、
(a) 

政
略
と
軍
事
力
と
勇
敢
さ
に
よ
っ
て
周
辺
一

帯
の
他
の
王
た
ち
を
支
配
し
、
(b) 

転
輪
王
の
如
く
に
抵
抗
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
な
く
進
む
支
配
の
車
輪
を
有
し
、
(c) 

四
項
目
の
心
理
テ
ス

ト
（
忠
実
度
・
財
へ
の
無
執
着
・
性
愛
の
自
制
・
勇
気
）
に
よ
り
大
臣
た
ち
を
検
視
し
、
(d) 

学
識
・
道
徳
性
・
喜
捨
（
気
前
の
よ
さ
）
な
ど
の

諸
徳
性
を
宝
藏
の
よ
う
に
持
ち
、
(e) 

乞
い
求
め
る
者
た
ち
に
は
平
等
に
財
を
分
け
与
え
、
(f) 

白
い
宝
石
の
欠
片
の
よ
う
に
純
白
に
輝
く

名
声
は
海
の
彼
方
ま
で
達
し
、
(g) 

利
他
の
達
成
の
た
め
に
絶
え
ず
努
力
し
続
け
て
い
る
、
(h) 

偉
大
な
知
性
を
そ
な
え
た
、
ブ
ラ
フ
マ

ダ
ッ
タ
と
い
う
王
が
、
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
と
し
て
、
お
り
ま
し
た
。

 「
今
、
誰
の
不
幸
を
取
り
除
い
て
あ
げ
よ
う
か
。
財
〔
を
施
す
こ
と
〕
に
よ
っ
て
誰
を
喜
ば
せ
て
あ
げ
よ
う
か
。
誰
を
幸
せ
に
至
る

道
に
立
た
せ
て
あ
げ
よ
う
か
。」—

 

こ
れ
が
そ
の
王
の
恒
常
的
な
あ
り
方
で
し
た
。〔
九
・
二
〕 　
〔=

 

八
・
七
〕

 〔
輪
廻
的
〕
生
存
を
断
ち
切
る
た
め
、
正
し
い
道
に
自
分
自
身
を
立
脚
さ
せ
よ
う
と
願
う
、
偉
大
な
心
の
者
た
ち
に
は
、
利
他
行
以

（
5
）

（
6
）



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（７）

五

外
に
、
他
に
な
す
べ
き
い
か
な
る
活
動
も
な
い
の
で
す
。〔
九
・
三
〕〔=

 

八
・
八
〕

◇　

そ
の
地
に
お
い
て
、
王
が
正
法
に
も
と
づ
き
国
を
治
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
猛
烈
な
大
飢
饉
が
或
る
時
に
起
こ
り

ま
し
た
。
そ
の
地
方
で
稀
に
生
じ
る
わ
ず
か
な
雲
に
よ
る
降
雨
す
ら
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
結
果
、
萎
れ
た
瓢
箪
の
つ
る
の
広
が
り
に
屋

根
の
半
分
が
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
家
、
空
に
な
っ
た
穀
物
倉
庫
に
穴
か
ら
入
り
込
ん
だ
鼠
た
ち
に
よ
っ
て
絶
え
ず
持
ち
出
さ
れ
て

い
る
稲
の
も
み
殻
が
点
点
と
壁
際
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
家
、
す
り
こ
ぎ
や
攪
乳
棒
の
音
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
家
、
野
菜
の
鍋
が
竈

の
上
に
載
せ
ら
れ
て
茹
で
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
飢
餓
に
痩
せ
て
泣
い
て
い
る
幼
な
子
た
ち
が
じ
っ
と
目
を
凝
ら
し
て
見
つ
め
て
い
る
家
、

〔
食
を
乞
う
〕
客
人
た
ち
が
門
前
に
居
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
家
、
少
女
た
ち
が
す
っ
か
り
萎
れ
た
野
菜
を
庭
の
畑
で
採
り
集
め
て
い
る

家
、
大
半
が
死
ん
だ
中
で
ま
だ
生
き
残
っ
て
い
る
衰
弱
し
た
牛
た
ち
が
じ
っ
と
坐
り
込
ん
だ
ま
ま
で
い
る
乾
い
た
わ
ず
か
な
牛
糞
の
山

の
み
が
置
か
れ
た
牛
小
屋
が
あ
る
家
、
夜
に
な
る
と
灯
明
〔
の
油
〕
が
無
い
た
め
〔
部
屋
に
〕
暗
闇
が
入
り
込
ん
で
人
が
動
き
回
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
っ
た
家
、—

そ
ん
な
、
汚
い
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
服
に
身
を
包
ん
だ
貧
窮
の
人
々
が
暮
ら
す
、
ま
る
で
霜
に
打
た
れ
た

池
の
蓮
た
ち
の
よ
う
な
有
様
の
家
々
は
、
か
つ
て
の
輝
か
し
さ
を
も
う
失
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
、
民
衆
は
王
の
も
と
に
や
っ
て
来
て
、
言
い
ま
し
た
。

 「
シ
ャ
ク
ラ
（
神
々
の
王
イ
ン
ド
ラ
）
の
如
き
王
で
あ
る
あ
な
た
様
が
、
民
を
益
す
る
た
め
に
努
力
を
惜
し
ま
ず
活
動
し
て
お
ら
れ
る

の
に
、
こ
れ
ら
の
人
民
が
飢
餓
の
火
に
苦
し
み
、
消
耗
し
て
瘠
せ
衰
え
た
体
で
坐
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
は
一
体
ど
う
し
て

な
の
で
し
ょ
う
か
。」〔
九
・
四
〕

 

そ
の
民
が
汚
い
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
を
着
て
、
黒
ず
み
荒
れ
た
肌
を
し
、
飢
え
の
熱
苦
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
な
す
べ
き
仕
事
も
な
く
い

る
の
を
王
が
う
ち
眺
め
た
時
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
王
の
両
目
か
ら
涙
が
溢
れ
ま
し
た
。〔
九
・
五
〕

◇　

そ
の
後
、
か
の
王
は
〔
次
の
〕
豊
作
が
来
る
ま
で
に
か
か
る
時
の
長
さ
を
認
識
し
、
穀
物
倉
庫
か
ら
〔
国
民
の
人
数
分
だ
け
の
〕

一
定
量
の
穀
物
を
運
ば
せ
る
と
、
彼
の
国
民
に
毎
日
そ
れ
ぞ
れ
握
り
飯
を
一
つ
ず
つ
を
配
り
ま
し
た
。〔
王
〕
自
ら
は
二
口
分
だ
け
を
食



六

べ
ま
し
た
。
し
か
し
民
の
総
数
が
数
え
ら
れ
た
時
に
、
或
る
一
人
の
婆
羅
門
が
〔
そ
こ
に
〕
入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
者
は
長

い
間
経
っ
て
か
ら
そ
の
事
態
に
気
づ
き
、〔
王
宮
に
〕
や
っ
て
来
る
と
菩
薩
の
前
で
、〔
生
き
て
ゆ
く
こ
と
の
〕
厭
嫌
と
悩
苦
の
言
葉
を

次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

 「
人
の
世
は
、『
あ
あ
』
と
嘆
き
呻
く
声
に
満
ち
て
い
ま
す
。
親
友
や
身
内
と
の
別
れ
の
故
に
、
ま
た
希
望
が
達
せ
ら
れ
な
い
故
に
、

あ
る
い
は
様
々
な
災
の
害
の
故
に
。〔
九
・
六
〕

 

人
に
仕
え
る
こ
と
の
苦
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
い
る
者
が
、
さ
ら
に
人
に
施
し
を
懇
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
苦
し
み
を

さ
ら
に
増
大
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
長
い
道
に
疲
れ
切
っ
て
い
る
者
の
眼
前
に
、
さ
ら
に
岩
山
の
登
り
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で

す
。〔
九
・
七
〕

 

望
む
成
果
を
得
ら
れ
な
い
で
苦
を
味
わ
っ
て
い
る
人
々
を
、
か
の
死
神
は
の
ろ
の
ろ
働
い
て
〔
徒
に
〕
ひ
ど
く
苦
し
ま
せ
て
い
ま

す
。〔
九
・
八
〕

 

多
く
の
人
が
愚
か
し
く
も
『
幸
せ
へ
の
期
待
』
と
い
う
高
い
高
い
建
物
を
登
り
つ
つ
あ
る
時
、
彼
ら
の
前
に
は
『
苦
し
み
』
の
幾

重
も
の
階
段
が
ひ
た
す
ら
増
え
て
ゆ
く
ば
か
り
で
す
。〔
九
・
九
〕

 

生
じ
て
は
滅
す
る
こ
の
一
切
の
も
の
は
苦
し
み
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
愚
か
な
者
た
ち
は
、
幸
せ
が
あ
る

と
い
う
思
い
を
も
ち
続
け
る
の
で
す
。〔
九
・
一
〇
〕

も
し
『
心
』
と
い
う
象
使
い
が
、『
憶
念
』（
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
）
の
力
と
い
う
鉤
棒
を
愚
か
に
も
手
放
し
て
し
ま
う
な
ら
、
苦
の

原
因
と
な
る
〔
五
種
の
〕『
感
覚
器
官
』
の
象
た
ち
は
彼
を
遠
く
へ
と
運
び
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
。〔
九
・
一
一
〕

 

炎
暑
の
季
節
に
疲
れ
切
っ
て
い
て
も
、
チ
ャ
ー
タ
カ
鳥 　

は
地
面
の
上
に
あ
る
水
を
飲
も
う
と
せ
ず
、
空
を
彷
徨
い
な
が
ら
、
雨

季
が
も
た
ら
す
〔
雨
粒
〕
だ
け
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
何
か
特
別
な
も
の
を
望
む
こ
と
、
そ
れ
は
実
に
苦
を
味
わ
う
こ
と
な
の

で
す
。〔
九
・
一
二
〕

（
7
）
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七

 

も
し
一
つ
の
感
覚
の
対
象
に
足
を
踏
み
入
れ
た
（
の
め
り
込
ん
だ
）
場
合
で
も
、
人
は
そ
の
重
た
さ
に
苦
し
む
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な

に
力
が
あ
っ
て
も
、〔
そ
の
〕
大
変
な
重
荷
は
ひ
と
り
の
人
が
背
負
い
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
有
様
で
あ
る
の

に
、
な
ぜ
人
は
す
べ
て
の
種
類
の
感
官
の
対
象
の
中
へ
、
抵
抗
で
き
な
い
力
で
、
幾
度
と
な
く
自
身
を
委
ね
て
し
ま
う
の
で
し
ょ

う
か
。
天
界
へ
達
す
る
ま
で
の
道
に
お
い
て
、
ず
っ
と
自
分
に
つ
き
ま
と
い
続
け
る
で
あ
ろ
う
、
途
方
も
な
い
苦
し
み
を
よ
く
知
っ

て
い
る
の
に
。」〔
九
・
一
三
〕

◇　

王
は
言
い
ま
し
た
。「
偉
大
な
婆
羅
門
よ
、
こ
う
し
て
ご
自
身
の
苦
し
み
を
繰
り
返
し
お
語
り
に
な
ら
れ
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
。
ど
う
か
す
み
や
か
に
そ
の
求
め
る
も
の
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
。」—

 　

婆
羅
門
は
答
え
ま
し
た
。

 「
イ
ン
ド
ラ
神
は
乞
わ
れ
な
く
て
も
、「
わ
ず
か
な
水
を
乞
う
者
」（
チ
ャ
ー
タ
カ
鳥
）
に
莫
大
な
清
ら
か
な
雨
水
を
与
え
ま
す
。
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
し
か
し
乞
う
者
は
自
性
が
臆
病
な
の
で
、
そ
の
者
は
不
安
げ
に
繰
り
返
し
乞
う
の
で
す
。〔
九
・
一
四
〕

私
は
わ
ず
か
な
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
私
の
心
は
、
未
だ
成
就
が
見
通
せ
な
い
た
め
、
苦
悩
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
故
‥
‥
閣
下
、
私
に
握
り
飯
を
一
つ
お
与
え
下
さ
い
。」〔
九
・
一
五
〕

◇　

そ
の
時
菩
薩
は
こ
う
考
え
ま
し
た
。「
あ
あ
、
多
く
を
欲
し
て
い
る
こ
と
が
〔
私
自
身
の
〕
す
べ
て
の
苦
の
原
因
な
の
だ
。

 

わ
ず
か
し
か
願
わ
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
人
に
援
助
に
求
め
る
と
い
う
思
い
は
、
疲
れ
る
も
の
だ
。
ま
し
て
多
く
を
欲
し
て
い
る

場
合
、
そ
の
者
の
心
は
さ
ら
に
多
く
の
疲
労
を
絶
え
間
な
く
か
か
え
る
に
至
る
。
山
を
登
る
時
、
荷
物
無
し
で
も
、
人
は
苦
労
す

る
が
、
ま
し
て
、
肩
に
背
負
っ
た
沢
山
の
重
荷
の
た
め
に
前
屈
み
に
な
っ
て
い
る
者
は
言
う
ま
で
も
な
い
。」　
〔
九
・
一
六
〕

◇　

か
の
王
は
そ
う
考
え
て
か
ら
、
毎
日
、
彼
が
も
つ
自
分
の
二
口
分
の
飯
の
う
ち
の
一
口
分
を
そ
の
婆
羅
門
に
与
え
ま
し
た
。
そ
の

一
口
分
の
み
の
食
事
に
よ
っ
て
も
、
彼
は
以
前
ど
お
り
に
喜
び
の
心
を
も
っ
て
日
々
を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
臣
た
ち
は
驚
き

を
も
っ
て
、
か
の
王
に
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。「
あ
あ
何
と
、
一
口
分
の
み
を
お
食
べ
に
な
っ
て
い
て
も
、
王
様
の
お
体
の
力
と
美

し
さ
は
少
し
も
失
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。」—

　

王
は
答
え
ま
し
た
。「
こ
の
場
合
、〔
私
で
は
な
く
〕『
自
足
』（
知
足
）
が
称
賛
さ
れ
る



八

べ
き
な
の
で
す
。
あ
な
た
方
は
次
の
点
を
見
て
と
る
べ
き
で
す
。

 『
自
足
』
と
『
不
満
足
』
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
『
楽
』（
満
足
感
）
と
『
苦
』
と
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
後
、
私
た
ち

は
そ
の
『
楽
』
を
欲
し
ま
す
が
、
し
か
し
『
不
満
足
』
を
ま
だ
捨
て
て
い
な
い
の
で
す
。〔
九
・
一
七
〕

 
ま
た
、『
楽
』
を
求
め
る
『
渇
愛
』
は
、
情
欲
な
ど
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
も
捨
て
な
い
限
り
、『
苦
』
と
い
う
登
り
階

段
の
連
続
を
、
誰
が
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。〔
九
・
一
八
〕

 

鉄
も
、
鉄
で
打
た
れ
れ
ば
、
壊
れ
ま
す
。
強
い
繋
柱
も
、
象
王
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
幾
度
も
振
り
下
ろ
さ
れ
る
『
運

命
』
の
斧
の
刃
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
『
渇
愛
』
と
い
う
蔓
を
断
ち
切
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
し
ょ
う
か
。〔
九
・
一
九
〕

 『
自
足
』
と
い
う
護
呪
に
よ
っ
て
、『
感
官
の
対
象
』
と
い
う
毒
蛇
か
ら
の
危
険
を
な
く
せ
ば
、
心
の
状
態
は
護
ら
れ
て
、『
楽
』
は

保
た
れ
ま
す
。
し
か
し
、『
運
命
』
と
い
う
象
が
〔
将
来
の
〕『
願
望
』
と
い
う
果
樹
た
ち
を
、
ま
だ
果
実
を
生
じ
な
い
う
ち
に
壊

し
て
し
ま
っ
た
時
に
は
、
心
堅
固
な
賢
者
で
あ
っ
て
も
や
は
り
落
胆
す
る
も
の
で
す
。〔
九
・
二
〇
〕

 

人
に
仕
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
惨
め
で
あ
る
の
で
、
決
し
て
し
き
り
に
頭
を
下
げ
た
り
、
卑
屈
に
請
願
す
る
こ
と
を
し
な
い
こ
と
。

ま
た
、
財
産
に
驕
り
を
も
つ
人
た
ち
の
前
で
「
主
人
よ
、
お
命
じ
下
さ
い
」
と
言
っ
た
り
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、『
嫉
妬
』
と
い
う

毒
気
の
焔
を
発
す
る
毒
蛇
で
あ
る
悪
人
た
ち
の
仲
間
に
入
っ
た
り
し
な
い
こ
と
。〔
そ
う
し
て
〕
た
っ
た
独
り
『
自
足
』
を
得
て
、

『
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
こ
と
』
を
幸
せ
に
甲
斐
あ
る
も
の
に
す
る
の
で
す 　

。〔
九
・
二
一
〕

◇　

か
く
し
て
、
完
全
な
幸
せ
を
望
む
な
ら
、『
自
足
』
に
熟
達
す
べ
き
な
の
で
す
。」—

　
〔
そ
う
王
が
説
く
と
〕
大
臣
た
ち
は
「
あ

あ
、
見
事
に
お
語
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
」
と
菩
薩
の
言
葉
を
悦
び
讃
え
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
家
へ
と
帰
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

さ
て
そ
の
時
神
々
の
王
（
イ
ン
ド
ラ
）
は
、
利
他
行
を
喜
び
と
す
る
と
い
う
そ
の
困
難
な
事
を
か
の
王
が
な
す
の
を
観
察
し
て
、
次
の

よ
う
に
考
え
ま
し
た
。「
あ
あ
、
何
と
驚
く
べ
き
こ
と
だ
、
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
が
自
身
の
体
の
苦
し
み
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
毎
日

こ
の
よ
う
に
生
類
の
た
め
に
益
を
な
し
て
い
る
と
は
。
で
は
今
、
彼
の
決
意
の
ほ
ど
を
試
す
こ
と
に
し
よ
う
。」—

　

彼
は
そ
の
王
が
食

（
8
）
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九

事
を
し
て
い
る
時
、
婆
羅
門
の
姿
に
変
身
し
、
葉
で
作
っ
た
鉢
を
手
に
持
っ
て
、
そ
の
面
前
に
立
っ
て
言
い
ま
し
た
。

 「『
熱
望
』
と
い
う
毒
が
も
つ
作
用
で
ひ
ど
く
心
を
乱
し
た
、
乞
い
求
め
る
人
々
は
、
自
分
が
か
か
え
る
苦
痛
を
必
ず
は
っ
き
り
と

表
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
母
親
す
ら
、
赤
ん
坊
が
喉
が
渇
い
て
乳
を
欲
し
が
っ
て
い
て
も
、
泣
き
出
さ
な
け
れ
ば
、
乳
房

を
与
え
な
い
の
で
す
か
ら
。〔
九
・
二
二
〕

 

飢
餓
に
体
が
や
つ
れ
、
長
い
旅
路
に
起
き
た
疼
痛
を
か
か
え
、
食
を
乞
い
歩
い
て
い
ま
す
こ
の
私
に
ど
う
か
、
王
様
、
な
に
が
し

か
の
食
物
を
お
与
え
下
さ
い
。」〔
九
・
二
三
〕

◇　

そ
の
時
、
自
身
が
も
つ
善
い
心
性
の
故
に
〔
そ
の
依
頼
に
〕
甚
だ
大
き
な
歓
喜
心
を
得
た
菩
薩
は
、
彼
が
唯
一
も
つ
そ
の
一
口
の

飯
を
、
最
大
の
満
足
を
も
っ
て
婆
羅
門
の
姿
を
し
た
神
々
の
王
に
与
え
ま
し
た
。

す
る
と
神
々
の
王
は
、
(a) 

清
澄
な
様
々
な
冠
の
宝
石
の
光
か
ら
生
じ
た
虹
の
円
環
に
全
身
が
包
ま
れ
て
い
る
、
(b) 

膝
ま
で
垂
れ
た
真

珠
の
胸
飾
り
に
飾
ら
れ
た
、
(c) 

頸
の
ま
わ
り
に
数
珠
つ
な
ぎ
に
紐
を
通
し
た
芳
し
い
マ
ン
ダ
ー
ラ
花 　

の
花
環
と
近
く
を
飛
び
回
る
蜜

蜂
の
群
を
も
つ
、
自
分
の
本
当
の
姿
を
現
し
出
す
と
、
幾
た
び
も
次
の
よ
う
に
菩
薩
を
讃
え
ま
し
た
。

 「
ふ
つ
う
人
々
が
布
施
を
与
え
る
の
は
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
差
し
障
り
が
な
い
時
の
み
で
す
。
あ
な
た
以
外
に
誰
も
、
自
分
自

身
の
苦
し
み
を
考
え
ず
に
こ
の
よ
う
な
布
施
を
す
る
者
は
お
り
ま
せ
ん
。〔
九
・
二
四
〕

(a) 

愛
語
を
な
し
、
(b) 

善
き
人
々
が
進
む
道
に
奉
仕
し
、
(c) 
他
を
益
す
る
た
め
に
常
に
努
力
し
て
い
る
、
(d) 

ま
る
で
〔
乞
う
者
に

と
っ
て
〕
実
現
が
約
束
さ
れ
て
い
る
『
希
望
』
そ
の
も
の
の
よ
う
な
、
あ
な
た
の
よ
う
な
人
々
が
、
施
を
乞
い
に
来
る
ど
ん
な
者

を
も
満
足
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。〔
九
・
二
五
〕

 

施
を
乞
い
に
来
た
者
を
、
ま
る
で
大
好
き
な
親
戚
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
嬉
し
げ
に
目
で
見
つ
め
る
人
。
ま
た
、
配
慮

を
も
っ
て
た
と
え
僅
か
で
あ
っ
て
も
時
を
逸
す
る
こ
と
な
く
親
切
に
施
す
人
。
ま
た
、
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
乞
う
者
が
得
た
快
よ

り
も
遥
か
に
大
き
な
快
を
感
じ
る
人
。
― 

そ
の
よ
う
な
者
を
、
賢
者
た
ち
は
、「
施
行
を
な
す
他
の
者
た
ち
を
遥
か
に
凌
駕
す

（
9
）



一
〇

る
施
与
者
」
な
り
、
と
説
き
ま
し
た
。〔
九
・
二
六
〕

◇　

申
し
分
の
な
い
か
た
ち
で
こ
の
大
地
（
女
性
名
詞
）
は
夫
（
庇
護
者
、
王
）
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
庇
護
者
と
は
あ
な
た
で
す
。
で

す
か
ら
、
さ
あ
田
畑
の
地
に
あ
ら
ゆ
る
種
を
蒔
き
な
さ
い
。
私
は
今
日
か
ら
ず
っ
と
雨
を
降
ら
せ
ま
し
ょ
う
。」*

そ
う
言
う
と 　

、
彼

は
姿
を
消
し
ま
し
た
。

*

そ
の
後
、
稲
の
籾
す
べ
て
の
種
蒔
き
が
あ
っ
た
時
に
、
神
々
の
王
（
イ
ン
ド
ラ
）
の
力
に
よ
っ
て
震
わ
さ
れ
た
稲
妻
た
ち
が
と
り
巻

い
た
腹
部
を
も
つ
〔
雲
〕、
ま
る
で
全
身
を
黄
金
の
装
飾
品
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る
象
の
姿
に
似
た 　

、
す
っ
か
り
水
に
膨
ら
ん
だ

大
き
な
姿
を
も
つ
雨
雲
が
、
空
い
ち
め
ん
に
垂
れ
込
め
、〔
苦
し
そ
う
に
〕
浅
い
呼
吸
で
首
を
振
り
動
か
し
て
い
た
孔
雀
た
ち
が
涼
し
い

柔
ら
か
な
風
に
触
ら
れ
て
、
上
を
見
上
げ
、
鳴
き
声
を
発
し
ま
し
た
。
雨
が
発
せ
ら
れ
る
時
に
満
足
す
る
、
確
た
る
心
を
も
つ
彼
ら
は
、

ま
る
で
雷
鳴
の
様
に
、
す
べ
て
の
方
角
に
声
を
発
し
て
い
ま
し
た
。　

 *

花
開
い
た
カ
ダ
ン
バ
樹
と
ア
ル
ジ
ュ
ナ
樹
の
香
り
を
伴
っ
た
冷
涼
な
風
に
よ
っ
て
、〔
太
陽
の
熱
苦
に
〕
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
蛇

た
ち
が
息
を
吹
き
返
し
、
ま
る
で
療
治
を
〔
離
れ
る
〕
如
く
、
栴
檀
を
離
れ
て
ゆ
き
ま
し
た 　

。〔
九
・
二
七
〕

 *

黄
金
の
よ
う
に
明
る
い
黄
色
を
し
た
マ
ン
ゴ
ー
の
果
実
を
放
り
捨
て
、〔
樹
に
〕
入
っ
て
は
外
に
出
た
り
し
て
い
る
力
強
い
鸚
鵡

は
、
ジ
ャ
ン
ブ
樹
（
フ
ト
モ
モ
）
の
果
実
を
手
に
入
れ
て
、
鮮
や
か
な
色
を
し
た
舌
を
示
し
、
完
熟
し
た
そ
れ
を
、
そ
の
樹
の
葉
の

形
に
似
た
長
い
嘴
で
ば
ら
ば
ら
に
し
ま
し
た 　

。〔
九
・
二
八
〕

*

草
の
若
葉
が
消
え
て
か
ら
〔
ず
っ
と
〕
裸
に
な
っ
て
い
た
大
地
（
女
性
名
詞
）
は
、
長
い
雨
季
の
お
か
げ
で
出
現
し
た
〔
豊
か
な

若
葉
〕
を
有
し
、
ま
る
で
幸
せ
な
女
が
夫
の
懐
の
中
に
い
る
時
の
よ
う
に
、
歓
喜
の
あ
ま
り
〔
草
と
い
う
〕
体
毛
を
逆
立
て
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。〔
九
・
二
九
〕

*

農
夫
た
ち
は
〔
大
雨
に
よ
っ
て
〕
川
に
流
れ
込
む
水
が
土
手
を
打
つ
の
を
、
ま
た
生
じ
た
稲
や
〔
花
を
〕
閉
じ
た
ま
ま
の
睡
蓮

に
よ
っ
て
田
地
が
い
ち
め
ん
覆
わ
れ
た
の
を
よ
う
や
く
久
々
に
眺
め
て
、
歓
喜
し
ま
し
た
。〔
九
・
三
〇
〕

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（７）

一
一

*

新
緑
の
草
の
若
葉
が
至
る
所
で
〔
牛
た
ち
に
食
べ
〕
尽
く
さ
れ
る
頃
、
牝
牛
た
ち
は
と
て
も
肉
が
増
え
、
皮
が
盛
り
上
が
っ
て

き
ま
し
た
。
毎
日
〔
出
す
〕
乳
が
増
え
て
ゆ
く
牛
の
乳
房
は
重
た
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。〔
九
・
三
一
〕

◇　

*
や
が
て
次
第
に
、
か
細
い
白
雲
の
か
け
ら
に
覆
わ
れ
た
空
、
ま
た
白
い
カ
ー
シ
ャ
草
の
花
と
い
う
衣
を
つ
け
た
多
く
の
川
に
覆

わ
れ
た
大
地
と 　

、
満
開
の
蓮
や
睡
蓮
に
飾
ら
れ
た
池
を
有
す
る
〔
季
節
〕
と
し
て
、
秋
が
訪
れ
た
時
、
夜
空
は
ま
る
で
藍
で
染
め
ら

れ
た
家
の
壁
の
よ
う
に
青
暗
く
て
、
雲
の
衣
か
ら
脱
し
て
い
ま
し
た
。

*

人
々
の
目
に
と
っ
て
の
祝
祭
で
あ
る
月
（
男
性
名
詞
）
が
い
る
の
で
、『
夜
』
の
女
神
は
ま
る
で
羞
恥
を
懐
い
た
娘
の
よ
う
に
〔
彼
を
〕

見
て
は
に
か
む
か
の
よ
う
で
し
た
。

*

風
が
吹
い
て
、
満
開
に
咲
い
た
青
い
睡
蓮
の
花
粉
を
奪
っ
て
去
り
、
そ
の
風
に
靡
か
さ
れ
て
〔
穂
先
が
〕
少
し
傾
い
て
い
る
、
よ

い
香
り
が
す
る
薄
い
網
状
の
〔
穂
の
〕
広
が
り
を
も
つ
稲
は
、
す
っ
か
り
熟
し
て
ど
れ
も
黄
色
に
変
わ
り
ま
し
た
。〔
九
・
三
二
〕

*

『
秋
』
と
い
う
女
は
、
托
鉢
者
と
し
て
疲
れ
た
『
蜜
蜂
』
と
い
う
比
丘
に
、
新
鮮
で
黄
金
粉
に
ひ
と
し
い
光
輝
を
も
つ
蜜
で
濡
れ

湿
っ
て
い
る
睡
蓮
や
蓮
〔
の
萼
〕
と
い
う
器
の
中
に
あ
る
、
輝
く
花
の
汁
の
雫
〔
と
い
う
施
食
〕
を
与
え
ま
し
た
。〔
九
・
三
三
〕

*

夜
毎
に
闇
は
薄
れ
て
ゆ
き
、
明
る
さ
を
増
し
、
月
は
真
っ
白
な
宝
石
の
破
片
の
如
き
浄
ら
か
さ
に
達
し
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
無

音
の
水
が
つ
く
る
さ
ざ
波
は
ご
く
わ
ず
か
で
澄
ん
で
お
り
、
川
た
ち
は
光
り
輝
く
魚
の
群
を
も
つ
に
至
り
ま
し
た
。〔
九
・
三
四
〕

*

空
の
東
西
の
中
間
の
空
間
に
浮
か
ん
だ
虹
は
、
少
し
ぼ
や
け
て
、
真
ん
中
が
途
切
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
至
る
所
で
発
生
し
て

は
落
ち
て
い
た
稲
妻
は
消
え
ま
し
た
。
ま
た
雲
た
ち
の
群
は
風
に
よ
っ
て
吹
き
散
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔
九
・
三
五
〕

*

ま
る
で
ブ
リ
ン
ガ
蜜
蜂
の
よ
う
に
青
黒
い
色
を
し
た
広
大
な
闇
を
明
る
く
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
か
の
〔
金
色

の
〕
ガ
ル
ー
ダ
鳥
に
似
た
、
ま
た
〔
丸
い
〕
象
の
額
の
隆
起
に
も
似
た
、
夜
の
『
月
』
と
い
う
水
壺
か
ら
、
夜
咲
き
の
白
睡
蓮
た

ち
は
与
え
ら
れ
る
『
月
光
』
と
い
う
水
を
飲
み
、
さ
ら
に
も
っ
と
飲
も
う
と
欲
し
て
い
ま
し
た
。〔
九
・
三
六
〕

◇　

*

そ
の
後
、
飢
饉
の
苦
し
み
の
生
活
を
き
り
ぬ
け
て
、
幸
せ
の
中
に
過
ご
し
て
い
た
か
の
民
衆
は
、
大
臣
た
ち
に
囲
ま
れ
て
い
る

（
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一
二

王
の
も
と
に
や
っ
て
来
て
、
謁
見
の
時
に
、
敬
意
を
表
し
て
こ
う
言
い
ま
し
た
。

*

「
と
て
も
偉
大
な
る
、
栄
光
あ
る
王
様
、
あ
な
た
様
の
福
徳
の
力
に
よ
り
、
民
の
苦
し
み
は
取
り
除
か
れ
、
豊
作
が
再
び
現
れ
来

ま
し
た
。〔
九
・
三
七
〕

*
あ
あ
、
大
地
の
祝
祭
（
歓
喜
）
と
な
っ
た
お
方
よ
。
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
憐
れ
み
を
も
た
れ
る
お
方
よ
。
こ
の
大
地
は
、
王
様
、

主
で
あ
る
あ
な
た
様
と
い
う
庇
護
者
を
有
し
て
お
り
ま
す
。〔
九
・
三
八
〕

*

海
は
宝
石
の
集
積
の
眩
し
い
輝
き
を
も
ち
ま
す
。
月
は
浄
ら
か
な
光
線
を
も
ち
ま
す
。
大
枝
を
有
す
る
樹
々
は
豊
か
な
果
実
を

も
ち
ま
す
。
そ
し
て
王
様
、
あ
な
た
様
は
他
者
を
益
す
る
た
め
の
、
富
と
繁
栄
を
お
も
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。〔
九
・
三
九
〕

*

大
波
あ
る
海
の
水
は
塩
辛
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
月
に
も
汚
い
斑
点
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
あ
あ
、
あ
な
た
様
の
よ
う

な
め
で
た
い
生
ま
れ
を
も
つ
方
々
は
、
お
心
に
ど
ん
な
欠
点
の
穢
れ
を
も
ち
ま
せ
ん
。〔
九
・
四
〇
〕

*

広
大
な
知
性
を
も
ち
、
愚
痴
の
闇
を
滅
す
る
方
、
あ
な
た
様
が
苦
海
の
水
か
ら
救
護
す
る
者
と
し
て
も
し
お
誕
生
に
な
ら
な
け

れ
ば
、〔
苦
海
に
〕
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
の
生
類
は
み
な
滅
ん
で
し
ま
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」〔—

　

そ
う
、
語
り
ま
し
た
。〕

〔
九
・
四
一
〕

◇　

—
 *

さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
、
か
の
世
尊
（
釈
尊
）
は
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
、
自
身
の
苦
し
み
を
顧
み
ず
に
人
々
を
助
け
ら
れ
た
の
で

す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
、
越
え
る
の
が
困
難
な
こ
の
輪
廻
の
海
を
越
え
た
い
と
欲
す
る
者
は
、
最
も
困
難
な
時
に
お
い
て
も
一
意
専

心
し
て
布
施
行
に
止
住
し
な
さ
い
。

『
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
〔
王
〕
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、
第
九
話
〔
終
わ
る
〕。



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（７）

一
三

第
二
一
話　
ダ
ル
ダ
ラ
蛇
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

*
自
己
の
怒
り
を
制
御
で
き
る
者
は
、
卑
し
い
者
た
ち
の
な
す
振
舞
が
日
々
〔
自
分
た
ち
を
〕
貶
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

自
制
心
を
そ
な
え
た
不
動
の
態
度
に
よ
っ
て
、
他
の
人
々
の
行
動
に
も
徳
化
を
及
ぼ
す
の
で
す
。〔
二
一
・
一
〕

◇　

*

次
の
よ
う
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。—

　

(a) 

無
垢
の
鏡
面
の
よ
う
に
清
ら
か
な
水
面
を
或
る
所
で
水
棲
の
鳥
た
ち
の
羽
が
打
ち

叩
い
た
た
め
蓮
の
群
が
〔
か
す
か
な
波
に
〕
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
〔
湖
〕、
(b) 

欲
望
を
離
れ
た
心
を
も
つ
苦
行
者
た
ち
が
よ
く
訪
れ
来

る
沐
浴
場
の
あ
る
、
(c) 

柔
ら
か
な
風
に
よ
っ
て
絶
え
ず
壊
さ
れ
た
り
、
繰
り
返
す
波
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
の
岸
辺

の
線
が
花
環
の
よ
う
な
白
い
泡
と
混
ざ
り
合
っ
て
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
、
ま
た 

(d) 

岸
辺
の
樹
々
の
花
が
〔
水
面
に
出
た
〕
多
数
の
丸

い
石
の
上
に
散
り
落
ち
て
い
る
、
(e) 
善
き
人
々
の
な
す
行
い
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
幸
せ
に
導
い
て
い
る
偉
大
な
蛇
の
住
処
で

あ
る
、
大
き
な
湖
に
、
無
垢
の
諸
宝
石
が
あ
る
幾
つ
も
の
フ
ー
ド
（
コ
ブ
ラ
な
ど
の
蛇
が
も
つ
頭
巾
）
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る
、
ダ
ル
ダ

ラ
と
い
う
名
の
〔
蛇
〕
と
し
て
、
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
が
出
生
し
ま
し
た
。

*

こ
の
方
は
蛇
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
我
慢
強
い
寛
容
さ
（
忍
辱
）
へ
の
希
求
を
失
わ
ず
、
水
に
濡
れ
た
樹
木
が
火
に
焼
け
な

い
よ
う
に
、
決
し
て
怒
り
の
心
に
焼
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。〔
二
一
・
二
〕

*

絶
え
ず
慈
心
を
修
習
す
る
賢
者
た
ち
の
心
に
と
っ
て
、
敵
に
対
し
て
も
友
人
に
対
し
て
も
無
区
別
に
憐
れ
み
を
起
こ
す
の
は
、
ご

く
自
然
な
こ
と
な
の
で
す
。〔
二
一
・
三
〕

◇　

*

こ
の
偉
大
な
心
の
方
（
菩
薩
）
は
、
法
と
合
致
し
た
行
い
を
し
て
い
る
比
丘
や
苦
行
者
を
見
る
と
、
人
間
の
姿
に
身
を
変
え
、
螺

髻
（
婆
羅
門
の
髪
型
）
を
つ
け
た
姿
で
、
表
敬
訪
問
す
る
の
で
し
た 　

。

*

ま
た
こ
の
偉
大
な
心
の
方
に
は
、〔
蛇
の
〕
フ
ー
ド
の
諸
宝
石
と
身
体
の
皮
膚
が
よ
く
似
て
い
る
、
ウ
パ
ダ
ル
ダ
ラ
と
い
う
弟
が
い

ま
し
た
。
そ
の
両
者
は
お
互
い
に
相
手
に
役
立
つ
こ
と
に
専
ら
心
を
向
け
、〔
蛇
の
〕
仇
敵
を
害
す
る
苦
を
避
け
て
、
ま
る
で
苦
行
者
の

（
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一
四

よ
う
に
そ
の
湖
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
〔
湖
〕
に
お
い
て
も
〔
他
の
〕
蛇
た
ち
は
、
自
性
か
ら
善
良
な
心
を
も
つ
菩
薩

が
近
隣
に
ず
っ
と
住
み
続
け
て
い
る
こ
と
に
、
我
慢
の
な
ら
な
い
思
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
無
害
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら

は
あ
れ
こ
れ
の
嫌
な
言
葉
を
も
っ
て
毎
日
こ
の
〔
菩
薩
〕
を
傷
つ
け
て
い
ま
し
た
。

*

す
べ
て
の
事
は
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
本
性
に
因
る
の
で
す
が
、—

*

汚
れ
た
心
を
も
つ
者
た
ち
は
、
悪
趣
（
悪
い
世
界
）
の
故
に
、
暗
愚
者
と
い
う
自
性
を
も
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
〔
愚
か
さ
〕
故

に
、
彼
ら
は
寂
静
の
心
を
も
つ
者
た
ち
に
対
し
て
さ
え
、
根
拠
な
く
卑
し
い
行
動
を
と
る
の
で
す
。〔
二
一
・
四
〕

◇　

*

そ
の
後
ウ
パ
ダ
ル
ダ
ラ
は
、
蛇
の
群
の
近
く
で
受
け
る
そ
の
軽
侮
に
耐
え
ら
れ
ず
、
驕
り
に
占
め
ら
れ
た
心
を
も
つ
彼
ら
の
こ

と
が
少
し
も
も
う
我
慢
出
来
な
く
な
っ
て
、
ダ
ラ
ダ
ラ
に
言
い
ま
し
た
。「
私
た
ち
は
ど
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
卑
し
い
自
性
を
も
つ
蛇
た

ち
に
よ
る
こ
の
侮
辱
を
、
も
う
不
可
能
な
ほ
ど
に
我
慢
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
他
の
い
く
つ
か
の
湖
を
支
配
し
て
い
る
蛇
の
王
た

ち
は
力
あ
る
友
人
で
す
の
で
、
彼
ら
に
応
援
を
頼
ん
で
、
戦
闘
を
も
っ
て
、
あ
の
蛇
た
ち
を
こ
の
湖
か
ら
放
逐
す
る
か
、
滅
ぼ
し
て
や
っ

た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。」

*

菩
薩
は
答
え
ま
し
た
。「
立
派
な
顔
立
ち
の
者
よ
。
不
善
の
者
た
ち
と
関
わ
っ
て
生
じ
た
そ
の
怒
り
を
、
自
己
制
御
の
力
に
よ
っ
て

全
く
放
棄
し
な
さ
い
。
お
前
は
次
の
点
を
見
て
と
る
べ
き
で
す
。

*

た
と
え
『
忍
辱
』
と
い
う
鉄
の
鉤
棒
を
も
っ
て
、
長
い
間
『
怒
り
』
と
い
う
象
〔
の
暴
走
〕
を
止
め
て
き
た
者
で
あ
っ
て
も
、
と

ど
ま
っ
て
い
た
正
道
を
踏
み
越
え
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
心
が
決
し
て
後
悔
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
次
世
で
も
、
悪
趣
（
悪
い

世
界
）
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。〔
二
一
・
五
〕

*

道
な
ら
ざ
る
道
を
行
き
、
慚
愧
を
知
ら
ず
、
知
者
た
ち
が
諫
め
る
言
葉
に
耳
を
貸
そ
う
と
し
な
い
不
善
の
人
々
を
し
つ
こ
く
熱

心
に
非
難
す
る
人
は
、
善
人
で
あ
っ
て
も
、
た
ち
ま
ち
、
そ
の
善
性
を
捨
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。〔
二
一
・
六
〕

*

『
棘
の
あ
る
道
に
足
を
踏
み
入
れ
た
者
は
、
皆
、
入
り
込
ん
だ
そ
の
事
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
苦
し
み
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
』
と
、



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（７）

一
五

そ
う
考
え
て
、
幸
せ
を
得
よ
う
と
す
る
賢
者
は
、
恐
ろ
し
い
棘
の
あ
る
（
敵
の
い
る
）
悪
趣
に
い
る
こ
と
を
捨
て
ま
す
。〔
二
一
・
七
〕

*
火
の
粉
を
あ
げ
る
怒
り
の
焔
が
心
を
燃
や
し
、
ま
す
ま
す
〔
そ
の
焔
を
〕
増
し
て
ゆ
く
状
態
で
あ
る
な
ら 　

、
そ
の
生
き
物
は
、

『
忍
辱
』
の
水
に
浸
さ
れ
浄
め
ら
れ
た
、
幸
せ
を
〔
自
分
に
〕
与
え
て
く
れ
る
者
を
こ
そ
、
す
ぐ
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

〔
二
一
・
八
〕

*

こ
の
よ
う
に
〔
見
て
〕、
侵
入
し
て
く
る
敵
や
現
れ
出
る
病
気
に
似
た
、
忍
辱
の
仇
敵
た
る
も
の
（
怒
り
）
を
、
忍
辱
を
も
っ
て
打

ち
負
か
し
て
、
心
を
寂
静
へ
と
向
か
わ
せ
な
さ
い
。〔
二
一
・
九
〕

◇　

*

ま
た
、
月
の
光
線
の
如
く
に
清
浄
な
水
を
有
す
る
湖
が
他
に
い
く
つ
も
あ
り
、
ど
う
し
て
〔
移
動
が
〕
出
来
な
い
者
で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
こ
の
湖
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
さ
あ
来
な
さ
い
、
他
の
湖
に
住
む
こ
と
に

し
ま
す
。」

*

「
兄
上
の
仰
せ
に
従
い
ま
す
」
と
〔
弟
が
〕
答
え
た
の
で
、
菩
薩
は
弟
に
随
行
さ
れ
て
、
(a) 

ま
る
で
液
状
化
し
た
水
晶
の
集
ま
り

の
よ
う
な
〔
水
の
〕、
(b) 

群
生
す
る
蓮
に
い
ち
め
ん
覆
わ
れ
、
(c) 

水
中
を
進
み
ゆ
く
光
り
輝
く
魚
の
群
に
満
ち
溢
れ
た
、
(d) 

岸
辺
の
水

面
に
近
く
の
樹
々
の
影
が
覆
い
被
さ
っ
て
い
る
、
(e) 
す
き
ま
無
く
あ
ら
ゆ
る
所
に
夥
し
い
水
鳥
た
ち
が
い
る
、
大
き
な
湖
に
や
っ
て
来

ま
し
た
。

*

そ
の
後
、
彼
が
地
下
世
界
（
蛇
族
の
住
地
）
に
深
く
潜
り
込
も
う
と
欲
し
た
時
、
堅
固
に
寂
静
を
失
う
こ
と
の
な
い
心
を
も
つ
彼

の
た
め
に
、
湖
の
波
た
ち
は
ま
る
で
生
き
物
の
よ
う
に
、
贈
物
と
し
て
、
多
く
の
蓮
の
葉
が
混
じ
っ
た
泡
を
与
え
ま
し
た
。〔
二
一
・

一
〇
〕

*

「
わ
が
水
は
浄
ら
か
な
も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
に
」
と
、
其
処
で
そ
の
よ
う
に
〔
願
い
が
〕
語
ら
れ
た
時
、
蓮
の
群
生
を
有
す
る

〔
湖
水
〕
は
、〔
水
面
に
映
っ
た
〕
蜜
蜂
た
ち
の
い
る
樹
と
い
う
眉
を
強
く
動
か
し
ま
し
た
。〔
二
一
・
一
一
〕

*

そ
の
〔
湖
水
の
〕
請
い
に
応
じ
て
、〔
蛇
の
フ
ー
ド
の
〕
宝
石
の
輝
き
を
も
つ
彼
ら
二
匹
が
、
そ
の
〔
水
の
〕
中
に
没
し
た
時
、

（
17
）



一
六

虹
（
宝
石
の
光
）
と
湖
水
の
間
に
一
瞬
、
間
が
無
く
な
っ
た
（
入
り
混
じ
っ
た
）
状
態
と
な
り
ま
し
た
。〔
二
一
・
一
二
〕

*

そ
れ
ら
二
匹
の
気
高
い
〔
蛇
〕
た
ち
が
地
下
に
住
む
こ
と
で
、
パ
ド
マ
紅
蓮
と
ウ
ッ
パ
ラ
青
蓮
の
花
が
咲
き
誇
る
そ
の
湖
は
、
浄

ら
か
な
自
性
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。〔
二
一
・
一
三
〕

◇　

*
そ
の
後
、
大
き
な
蓮
の
群
を
有
す
る
そ
の
湖
水
を
棲
み
処
と
す
る
、
自
性
が
凶
暴
で
、
汚
れ
た
心
を
も
つ
一
匹
の
大
蛇
が
、
か

れ
ら
二
匹
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
性
質
か
ら
出
て
い
る
善
良
性
を
知
る
と
、
毎
日
、
次
の
よ
う
に
『
侮
蔑
』
と
い
う
毒
を
そ
な
え
た
熱
く

焼
く
言
葉
を
〔
彼
ら
に
向
か
っ
て
〕
吐
い
た
の
で
し
た
。

*

「
蛇
性
を
も
ち
、〔
そ
の
本
性
に
〕
根
差
し
て
い
る
お
前
た
ち
に
と
っ
て
、
忍
辱
を
有
す
る
こ
と
が
何
に
な
ろ
う
か
。
た
と
え
深

い
水
を
湛
え
る
海
に
住
ん
で
い
た
と
し
て
も
、『
水
の
雌
馬
の
口
』
の
火
（
深
海
中
で
燃
え
て
い
る
地
獄
の
火
） 　

が
決
し
て
冷
た
く

な
っ
た
り
し
な
い
の
と
同
じ
だ
。〔
二
一
・
一
四
〕

*

充
ち
た
怒
り
の
火
が
あ
る
く
せ
に
、
忍
辱
を
説
法
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
笑
止
だ
。
あ
あ
、
お
前
た
ち
の
大
き
な
偽
善
は
ま
っ

た
く
私
や
生
き
物
た
ち
を
騙
す
も
の
だ
。〔
二
一
・
一
五
〕

*

怒
り
を
隠
し
て
「
私
は
忍
辱
の
性
質
を
も
つ
」
と
言
い
な
が
ら
、〔
陰
で
〕
生
き
物
を
片
付
け
て
い
る
、
黒
羚
羊
の
皮
と
木
葉
の

衣
を
着
た
こ
の
ヤ
ク
シ
ャ
（
夜
叉
）
は
、
世
を
欺
き
、〔
殺
生
の
〕
誓
い
を
も
つ
苦
行
者
と
称
す
る
。〔
二
一
・
一
六
〕

*

怒
り
の
火
が
あ
っ
て
、
生
類
の
苦
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
お
前
た
ち
二
匹
の
忍
辱
を
、
生
き
物
た
ち
は
〔
誰
も
〕
信
じ
て
お
ら

ぬ 　

。
お
前
た
ち
の
、
こ
の
馬
鹿
げ
た
『
正
法
に
適
っ
た
自
己
の
あ
り
方
』
と
や
ら
は
、
私
に
と
っ
て
は
お
笑
い
草
だ
。〔
二
一
・
一

七
〕

◇　

*

だ
か
ら
、
わ
れ
ら
の
こ
の
湖
の
住
ま
い
か
ら
、
さ
っ
さ
と
出
て
ゆ
け
」
と
、
そ
う
言
い
ま
し
た
。
こ
の
水
蛇
が
こ
の
よ
う
な
根

拠
の
な
い
言
葉
を
荒
々
し
く
語
っ
た
の
を
見
て
、
生
ま
れ
つ
き
（
自
性
か
ら
）
清
ら
か
な
知
性
を
も
つ
ダ
ル
ダ
ラ
は
、
自
ら
の
心
に
こ
う

語
り
か
け
ま
し
た
。

（
18
）

（
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）
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一
七

*

「『
善
き
者
の
心
』
と
い
う
女
主
人
は
、〔
自
身
は
〕
恥
じ
な
く
て
も
、
不
善
の
者
た
ち
を
、
慎
み
の
態
度
す
ら
失
っ
て
い
る
ゆ
え

に
〔
服
も
着
て
い
な
い
〕
裸
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
眺
め
て
、
赤
面
し
続
け
る
、
こ
う
思
い
な
が
ら —

 

善
き
者
た
ち
の
言
葉
に

〔
接
し
て
〕、
言
葉
の
戦
斧
に
よ
り
破
壊
さ
れ
つ
つ
、
激
し
い
興
奮
を
も
つ
者
た
ち
は
、
善
き
者
た
ち
の
〔
内
面
の
〕
侍
者
た
る
諸
々

の
『
徳
性
』
を
目
の
前
に
す
る
と
、
遠
く
か
ら
眺
め
、
ま
る
で
恐
怖
を
も
つ
か
の
よ
う
だ
、
と
。」〔
二
一
・
一
八
〕

◇　

*

そ
の
時
、
そ
の
大
蛇
の
も
つ
『
悪
人
た
る
性
』
と
い
う
弓
か
ら
射
ら
れ
た
『
荒
々
し
い
言
葉
』
の
矢
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
出
来

ず
に
、
怒
り
に
ひ
ど
く
心
を
か
き
乱
さ
れ
た
ウ
パ
ダ
ル
ダ
ラ
は
、
歯
の
先
で
下
唇
を
噛
み
な
が
ら
、
ダ
ル
ダ
ラ
に
言
い
ま
し
た
。「
兄

者
、
こ
の
大
蛇
の
こ
ん
な
軽
侮
を
ど
う
し
て
堪
え
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
こ
の
者
は
根
拠
も
な
い
の
に
、
毎

日
私
た
ち
を
こ
の
よ
う
に
侮
辱
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
湖
は
こ
の
者
が
買
っ
た
そ
の
私
物
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
も

う
多
く
を
語
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。

*

そ
も
そ
も
、〔
私
た
ち
が
〕
欺
瞞
を
有
す
る
と
い
う
こ
の
〔
話
〕
は
、
瞬
時
の
み
〔
言
い
う
る
〕
言
葉
で
す
。
正
法
と
結
び
つ
い

た
道
を
失
っ
て
い
る
者
は
、
根
拠
な
く
〔
私
た
ち
を
〕
敵
と
み
な
す
の
で
す
。〔
私
の
〕
稲
妻
の
如
き
広
大
な
黄
色
い
毒
の
火
に

よ
っ
て
、
至
る
所
に
大
勢
い
る
大
蛇
た
ち
の
群
を
調
伏
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。」〔
二
一
・
一
九
〕

◇　

*

菩
薩
は
答
え
ま
し
た
。「
苦
し
み
を
も
つ
あ
の
者
に
関
し
て
、
そ
の
心
を
責
め
る
こ
と
は
や
め
な
さ
い
、
も
う
沢
山
で
す
。
こ
れ

は
耐
え
忍
ぶ
こ
と
だ
け
が
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、

*

『
強
者
に
も
弱
者
に
も
耐
え
忍
び
、
罪
深
い
者
に
も
〔
耐
え
忍
び
を
〕
な
す
者
、
そ
の
よ
う
な
者
が
真
の
忍
辱
を
も
つ
者
で
あ

る
。』—

 

こ
の
よ
う
に
善
き
者
た
ち
は
世
の
人
々
に
説
い
て
い
ま
す
。〔
二
一
・
二
〇
〕

*

無
駄
に
怒
り
の
火
を
か
き
た
て
る
者
、
荒
々
し
い
言
葉
を
語
る
者
は
、
恩
恵
に
対
し
て
わ
ず
か
な
感
謝
も
知
ら
な
い
た
め
、
悪

趣
〔
に
居
る
〕
よ
り
他
は
な
い
の
で
す
。〔
二
一
・
二
一
〕

*

そ
れ
故
、
根
拠
な
く
荒
々
し
い
言
葉
を
語
る
あ
の
〔
大
蛇
〕
は
、
不
名
誉
な
過
失
に
打
ち
負
か
さ
れ
た
、
迷
愚
の
知
性
を
も
つ



一
八

不
善
な
る
有
情
と
な
っ
て
い
ま
す
。〔
二
一
・
二
二
〕　

*

悪
人
は
、
自
分
を
責
め
つ
つ
無
意
味
な
罪
を
重
ね
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
に
対
し
て
憐
愍
こ
そ
が
、
賢
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
。〔
二
一
・
二
三
〕

*
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
〔
寛
容
の
〕
精
神
を
実
行
し
な
さ
い
。
こ
の
者
は
他
者
を
傷
つ
け
る
た
め
や
た
ら
と
そ
の
〔
侮
辱
〕
を

し
た
が
り
、
慎
み
の
態
度
が
な
く
、〔
言
葉
の
〕
戦
斧
に
よ
っ
て
自
身
を
毀
損
し
た
者
で
す
が
、
立
派
な
学
識
を
も
つ
者
た
ち
は
彼

を
憐
れ
む
の
が
よ
い
の
で
す
。」〔
二
一
・
二
四
〕

◇　

*

そ
の
時
ウ
パ
ダ
ル
ダ
ラ
は
恭
し
く
お
辞
儀
し
て
、
菩
薩
に
対
し
「
偉
大
な
教
誡
者
た
ち
の
言
葉
に
背
く
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ね
」
と
語
っ
て
、
自
ら
の
怒
り
の
火
を
『
忍
辱
』
と
い
う
聖
水
を
か
け
る
こ
と
で
鎮
め
ま
し
た
。

*

善
き
再
生
に
よ
っ
て
高
い
位
に
就
い
た
者
、
三
界
が
無
節
操
に
な
る
こ
と
を
阻
止
し
、
美
徳
を
堅
く
そ
な
え
、
心
に
羞
恥
を
有

す
る
者
は
、
生
き
物
た
ち
を
福
利
の
た
め
に
守
護
す
べ
き
な
の
で
す
。〔
二
一
・
二
五
〕

◇　

*

か
の
大
蛇
は
、
十
分
に
習
熟
し
た
忍
耐
に
基
づ
く
自
己
制
御
の
言
葉
と
し
て
菩
薩
が
説
い
た
こ
と
を
聞
い
て
、
後
悔
を
覚
え
、

「
無
根
拠
に
憎
悪
を
も
ち
続
け
た
私
が
、
毎
日
の
よ
う
に
荒
々
し
い
言
葉
を
言
い
続
け
て
き
た
の
に
、
こ
の
偉
大
な
方
は
〔
私
に
〕
少
し

も
険
悪
さ
を
心
に
も
た
な
い
の
だ
」
と
〔
気
づ
き
〕、
そ
れ
故
「
お
お
何
と
い
う
大
き
な
驚
異
か
」
と
考
え
て
、
彼
は
グ
ル
（
精
神
の
師
）

に
等
し
い
と
見
な
す
べ
き
菩
薩
の
許
に
近
づ
く
と
、
堪
忍
を
請
い
な
が
ら
、
様
々
な
言
葉
を
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

*

「
幾
度
も
私
に
よ
っ
て
あ
の
よ
う
な
侮
辱
を
さ
れ
ま
し
た
の
に
、
あ
な
た
様
の
お
心
が
変
わ
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
な
た
様
は
き
っ
と
、
蛇
た
ち
の
心
を
躾
け
る
た
め
に
、
大
聖
者
が
蛇
た
る
姿
を
お
取
り
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。〔
二
一
・
二
六
〕

*

〔
あ
な
た
様
が
も
つ
〕
恐
怖
を
生
じ
さ
せ
る
蛇
た
る
姿
と
、
全
く
安
ら
か
に
鎮
ま
っ
た
お
心
と
は
、
甚
だ
大
き
な
開
き
が
あ
り
ま

す
。〔
蛇
族
の
敵
で
あ
る
〕
鳥
の
王
（
ガ
ル
ダ
）
す
ら
、
き
っ
と
態
度
を
変
え
、
憎
悪
を
捨
て
て
、
あ
な
た
様
を
崇
め
る
で
し
ょ
う
。」

〔
二
一
・
二
七
〕
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一
九

◇　
*

か
く
し
て
、〔
そ
れ
以
来
〕
そ
の
大
蛇
は
粗
暴
な
言
葉
を
使
う
こ
と
を
や
め
、
菩
薩
の
慎
み
深
い
生
活
態
度
に
な
ら
う
こ
と
で
、

自
分
の
住
処
に
戻
っ
て
か
ら
も
善
き
自
性
を
ず
っ
と
保
ち
ま
し
た
。

—

　

*
さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
、
か
の
世
尊
（
釈
尊
）
は
菩
薩
行
に
住
し
て
、
蛇
と
い
う
生
ま
れ
に
あ
っ
て
も
、
忍
辱
に
慣
れ
親
し
む
が
故

に
、
暴
悪
な
る
心
を
も
つ
者
た
ち
を
も
善
性
に
導
い
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
、
忍
辱
に
習
熟
し
な
さ
い
。

『
ダ
ル
ダ
ラ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
二
部
類
の
〕
第
一
話
〔
終
わ
る
〕。

第
二
九
話　
劇
団
の
娘
ニ
ル
パ
マ
ー
・
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

『
教
え
の
詩
』（
善
説 subhāṣita

）
は
、『
五
感
覚
の
快
楽
』
と
い
う
仇
敵
に
よ
り
『
罪
』
と
い
う
地
底
世
界
（
地
獄
）
に
投
げ
落
と
さ

れ
て
い
る
人
た
ち
を
、
親
友
の
よ
う
に
力
強
く
、
と
て
も
恐
ろ
し
い
〔
結
果
〕
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。〔
二
九
・
一
〕

◇　

こ
の
よ
う
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。—

　

あ
る
立
派
な
都
市
に
お
い
て
、
ま
る
で
バ
ラ
タ
（
イ
ン
ド
古
典
演
劇
論
を
創
っ
た
聖
者
）
の

姓
の
系
譜
を
飾
ら
ん
と
欲
し
た
か
の
よ
う
に
、
舞
踏
劇
（
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
）
の
技
芸
に
巧
み
な
或
る
一
人
の
役
者
の
妻
の
胎
中
に
、
菩
薩
（
釈

尊
の
前
世
）
は
生
ま
れ
ま
し
た
。

時
が
経
ち
、
ま
る
で
夜
〔
と
い
う
女
〕
か
ら
月
齢
一
の
新
月
（
カ
ラ
ー
）
が
生
ま
れ
出
る
よ
う
に
、
そ
の
役
者
の
美
し
い
妻
か
ら

〔
菩
薩
は
〕
誕
生
し
ま
し
た
。
心
を
奪
う
美
し
い
肢
体
を
も
つ
〔
そ
の
子
〕
は
ま
る
で
舞
踏
劇
の
技
芸
（
カ
ラ
ー
）
が
娘
の
姿
を
と
っ

て
肉
体
を
具
え
て
生
ま
れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。〔
二
九
・
二
〕

そ
の
華
奢
な
体
は
蓮
の
花
粉
の
よ
う
に
雅
や
か
な
気
品
が
あ
り
、
ま
た
容
に
お
い
て
は
満
月
の
美
を
も
凌
駕
し
て
い
ま
し
た
の
で
、

そ
の
娘
が
も
つ
格
別
に
美
し
い
容
姿
を
眺
め
て
、
父
は
大
喜
び
し
、
ニ
ル
パ
マ
ー
（
比
類
な
き
美
）
と
名
付
け
ま
し
た
。〔
二
九
・
三
〕

◇　
〔
誕
生
後
〕
二
年
が
経
っ
た
時
、
ニ
ル
パ
マ
ー
の
父
母
は
他
世
に
逝
き
ま
し
た
。
役
者
で
あ
っ
た
そ
の
父
は
、
す
べ
て
の
役
者
を
率

（
20
）



二
〇

い
る
〔
劇
団
の
〕
長
た
る
、
或
る
師
匠
と
親
友
で
し
た
。
そ
の
〔
師
匠
〕
は
や
っ
て
来
る
と
、
ニ
ル
パ
マ
ー
の
親
族
た
ち
に
言
い
ま
し

た
。「
も
う
悲
し
む
の
は
や
め
よ
う
。
あ
の
親
し
い
友
が
天
界
に
至
っ
た
か
ら
に
は
、
私
が
こ
の
ニ
ル
パ
マ
ー
の
父
に
な
ろ
う
。
も
し
あ

な
た
方
の
承
諾
が
得
ら
れ
る
な
ら
、
私
は
こ
の
子
を
舞
踏
劇
の
技
芸
の
名
手
に
す
る
つ
も
り
だ
。」—

「
そ
う
し
て
下
さ
い
」
と
親
族
た

ち
が
同
意
し
た
の
で
、
そ
の
師
匠
は
ニ
ル
マ
パ
ー
を
引
き
取
っ
て
、
長
く
か
か
る
こ
と
な
く
、
台
詞
を
巧
み
に
語
る
こ
と
が
出
来
る
、

種
々
の
舞
踏
劇
の
技
芸
に
達
者
な
娘
に
育
て
上
げ
ま
し
た
。

「
立
派
な
心
の
持
ち
主
で
あ
る
そ
の
最
高
の
師
匠
に
よ
っ
て
、
私
は
正
し
く
自
分
の
役
目
を
授
け
ら
れ
た
」
と
、
あ
た
か
も
『
舞
踏

劇
の
技
芸
』
そ
の
も
の
が
そ
う
思
い
、
稽
古
熱
心
な
彼
女
を
毎
日
し
っ
か
り
内
に
抱
き
し
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。〔
二
九
・
四
〕

◇　

そ
の
舞
の
師
匠
は
、
彼
女
を
あ
ら
ゆ
る
舞
踏
劇
の
し
ぐ
さ
に
お
い
て
完
璧
な
形
を
示
し
う
る
者
に
育
て
て
か
ら
、
彼
女
を
〔
自
分

の
〕
最
も
優
秀
な
息
子
に
嫁
が
せ
ま
し
た
。

あ
る
時
、
王
が
か
の
都
城
で
そ
の
師
匠
を
呼
び
出
し
て
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
人
が
も
し
あ
な
た
の
あ
ら
ゆ
る
詠
唱
や
舞
踏
劇
を
聴
き
観
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
耳
と
眼
は
こ
の
世
に
生
じ
た
甲

斐
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
私
は
そ
う
思
う
。〔
二
九
・
五
〕

そ
こ
で
、
座
頭
よ
、
舞
の
名
人
た
る
あ
な
た
が
演
劇
を
舞
う
の
を
、
こ
の
宮
殿
で
私
は
後
宮
の
者
た
ち
と
一
緒
に
観
た
い
の
だ
。」

〔
二
九
・
六
〕

◇　

師
匠
は
答
え
ま
し
た
。

「
国
王
で
あ
る
あ
な
た
様
の
よ
う
な
お
方
に
観
ら
れ
て
い
ま
す
と
、
舞
を
演
ず
る
者
の
心
は
最
も
激
し
く
高
揚
い
た
し
ま
す
。〔
あ

た
か
も
〕
太
陽
が
昇
る
時
の
心
地
よ
い
眺
め
の
中
で
、
蓮
が
花
蕊
を
上
に
向
か
っ
て
伸
び
開
い
て
ゆ
く
よ
う
に
。〔
二
九
・
七
〕

あ
あ
、〔
そ
の
時
〕
ラ
サ
（
美
的
陶
酔
と
し
て
の
種
々
の
情
緒
）
の
明
瞭
さ
に
よ
っ
て
、
バ
ー
ヴ
ァ
（
種
々
の
感
情
）
の
明
白
な
区
別
が

現
れ
出
ま
す
。
詠
唱
は
ラ
サ
の
力
に
従
い
つ
つ
、
声
の
抑
揚
を
何
度
も
あ
れ
こ
れ
と
変
化
さ
せ
て
ゆ
き
ま
す
。〔
舞
台
上
の
〕
立
ち
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二
一

回
り
は
、
美
し
い
歩
の
運
び
に
よ
っ
て
典
雅
で
す
。
観
客
は
声
か
け
を
し
、
そ
う
し
て
役
者
を
導
き
、
励
ま
し
ま
す
。〔
二
九
・
八
〕

◇　

閣
下
は
か
く
も
目
利
き
の
観
客
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
閣
下
が
私
に
舞
踏
を
演
じ
る
の
を
観
た
い
と
希
望
さ
れ
れ
ば
、
お
引
き

受
け
い
た
し
ま
す
。」—

　

王
は
言
い
ま
し
た
。「
で
は
、
あ
ま
り
〔
準
備
に
〕
時
を
か
け
ず
に
お
願
い
し
た
い
。
さ
っ
そ
く
伴
奏
団
の

手
配
を
始
め
な
さ
い
。」「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
」
と
師
匠
は
返
事
を
し
、
眺
め
て
快
い
よ
う
に
劇
場
の
設
営
を
な
し
終
え
た
時
、
そ
の

偉
大
な
王
が
後
宮
の
者
た
ち
・
大
臣
た
ち
・
都
民
の
群
を
伴
っ
て
着
席
し
、
ム
ラ
ジ
ャ
鼓
の
音
が
王
宮
い
っ
ぱ
い
に
響
き
渡
る
と
、
ま

ず
座
頭
に
よ
っ
て
ナ
ー
ン
デ
ィ
ー
（
祝
祷
）
が
唱
え
ら
れ
、
い
よ
い
よ
舞
踏
劇
が
演
じ
始
ま
っ
て
、
舞
台
上
に
そ
の
師
匠
が
ニ
ル
パ
マ
ー

を
伴
っ
て
登
場
し
ま
し
た
。

魅
惑
の
し
ぐ
さ
が
美
し
い
、
顔
が
笑
み
に
輝
く
か
の
『
舞
の
踊
り
手
』
は
、
高
鳴
り
続
け
る
『
ム
ラ
ジ
ャ
鼓
』
の
雨
雲
の
大
音
響

を
伴
い
つ
つ
、
眼
を
悦
ば
せ
る
そ
の
『
舞
踏
劇
』
と
い
う
雨
季
を
、〔
光
り
輝
く
〕
稲
妻
の
如
く
に
、
隅
々
ま
で
美
し
く
飾
り
ま
し

た
。〔
二
九
・
九
〕

そ
し
て
、
完
璧
な
美
を
も
つ
か
の
『
師
匠
』
と
い
う
春
の
季
節
を
得
た
時
、
一
輪
の
『
蓮
』
の
如
き
そ
の
ニ
ル
パ
マ
ー
は
、
愛
ら

し
い
微
笑
に
よ
っ
て
、『
蓮
の
花
』
の
口
中
に
あ
る
『
花
糸
』
の
歯
列
の
燦
め
き
を
、
ほ
ん
の
少
し
、
鮮
や
か
に
き
ら
り
と
示
し
ま

し
た
。〔
二
九
・
一
〇
〕

魅
力
が
あ
り
、
舞
え
ば
そ
の
時
さ
ら
に
美
し
く
な
る
肢
体
を
も
つ
彼
女
は
、
ど
の
情
感
（
ラ
サ
）
も
楽
々
と
表
現
し
て
み
せ
ま
し

た
。
か
の
全
観
衆
は
「
う
う
む
、
な
ん
と
も
見
事
、
見
事
」
と
唸
り
な
が
ら
彼
女
を
見
つ
め
て
、
興
奮
の
あ
ま
り
彼
女
と
一
心
同

体
に
な
っ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。〔
二
九
・
一
一
〕

〔
演
技
の
〕
媚
び
が
無
い
時
で
も
、
月
の
よ
う
に
愛
ら
し
い
女
の
姿
は
、
人
々
の
心
を
興
奮
さ
せ
ま
す
。
ま
し
て
〔
舞
台
上
で
示

す
〕
様
々
な
芸
の
巧
み
さ
が
、
バ
ー
ヴ
ァ
（
感
情
）
を
伴
っ
て
、
羞
恥
あ
る
婀
娜
っ
ぽ
い
し
ぐ
さ
・
甘
い
微
笑
・
丸
く
つ
ぼ
め
た
唇

を
そ
な
え
て
い
る
場
合
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。〔
二
九
・
一
二
〕



二
二

◇　

さ
て
〔
苦
行
林
で
は
〕
或
る
一
人
の
苦
行
者
の
息
子
が
行
を
な
す
の
に
疲
れ
、
心
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。

「
あ
あ
、
自
然
か
ら
得
た
ま
ま
の
不
味
い
木
の
根
や
果
実
の
食
事
、〔
仲
間
に
〕
夥
し
く
口
論
を
吹
っ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
の
堪
え
が
た
さ
、

黒
羚
羊
の
毛
皮
と
木
皮
の
衣
の
み
の
着
用
、
硬
い
地
面
を
寝
床
と
し
て
得
る
体
中
の
痛
み
、—

 

こ
ん
な
苦
行
林
の
暮
ら
し
は
も
う
私
は

う
ん
ざ
り
だ
。
も
う
出
て
い
っ
て
、
私
は
家
住
の
生
活
を
な
そ
う
。

(a) 

心
喜
ぶ
妻
に
よ
っ
て
招
き
入
れ
ら
れ
た
客
人
た
ち
が
い
て
、
(b) 

ア
グ
ニ
ホ
ー
ト
ラ
の
煙
に
よ
り
〔
あ
た
り
は
〕
浄
め
ら
れ
て
お

り
、
(c) 

中
庭
で
遊
び
戯
れ
る
仔
牛
が
い
る
、
そ
し
て 

(d) 

と
て
も
佳
い
香
り
の
す
る
花
々
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
神
様
の
お
堂
が
あ
り
、(e) 

開
い
た
新
鮮
な
ジ
ャ
ス
ミ
ン
花
の
よ
う
に
真
白
い
凝
乳
が
混
ぜ
ら
れ
た
バ
リ
供
養
の
食
が
〔
地
面
に
〕
置
か
れ
て
白
黒
ま
だ
ら
に
見
え

る
地
所
が
〔
家
の
〕
東
に
あ
っ
て
、
(f) 

夜
明
け
と
夕
べ
に
は
牛
飼
い
に
搾
乳
さ
れ
て
い
る
牝
牛
の
乳
が
〔
桶
に
〕
落
ち
る
音
が
ず
っ
と

聞
こ
え
て
く
る
、
(g) 

毎
日
や
っ
て
く
る
親
友
た
ち
の
集
ま
り
が
心
楽
し
い
、
家
庭
〔
で
の
生
活
〕
に
、
学
識
あ
る
家
住
婆
羅
門
の
い
っ

た
い
誰
が
心
を
悦
ば
せ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」

こ
う
考
え
た
後
、
そ
の
彼
は
〔
と
う
と
う
〕
か
の
都
城
に
や
っ
て
来
た
の
で
し
た
が
、
王
宮
か
ら
の
ム
ラ
ジ
ャ
鼓
の
音
を
聞
き
、
都

民
た
ち
が
そ
ち
ら
の
方
に
向
か
っ
て
い
る
の
を
眺
め
る
と
、「
私
も
ま
ず
は
舞
台
で
も
観
よ
う
か
」
と
思
案
し
、
王
宮
に
入
り
、
籐
の
椅

子
に
腰
掛
け
ま
し
た
。
そ
し
て
な
め
ら
か
な
足
の
運
び
・
身
振
り
・
眉
を
動
か
す
し
ぐ
さ
の
絶
美
な
る
ニ
ル
パ
マ
ー
を
観
る
と
、
次
の

よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

「
さ
あ
愛
の
神
よ
、
弓
の
弦
を
張
る
が
よ
い
、
お
前
は
な
に
を
と
ま
ど
っ
て
い
る
の
だ
、
馬
鹿
者
、〔
女
が
〕
も
ち
あ
げ
た
眉
を
も
っ

て
催
促
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
あ
あ
、
こ
の
よ
う
な
、
艶
め
か
し
い
美
に
よ
っ
て
魅
す
る
若
い
女
の
姿
か
た
ち
が
、
大
き
な
快

感
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
な
男
が
一
体
誰
か
い
る
だ
ろ
う
か
。〔
二
九
・
一
三
〕

◇　

こ
ん
な
〔
美
し
い
〕
女
の
姿
が
、
一
体
ど
う
し
て
苦
行
林
に
住
む
者
た
ち
の
目
に
入
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
ど
う
し
て
そ
の
歌
の

響
き
が
耳
に
届
く
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
私
は
苦
行
林
に
住
む
こ
と
を
や
め
て
よ
か
っ
た
。」 —

　

彼
は
そ
う
考
え
な
が
ら
目
を
凝
ら
し
て
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二
三

ニ
ル
パ
マ
ー
を
見
つ
め
ま
し
た
。

そ
の
時
、
師
匠
に
ま
っ
す
ぐ
視
線
を
向
け
た
、
白
く
輝
く
大
き
な
目
を
も
つ
彼
女
の
そ
の
二
つ
の
乳
房
か
ら
、
黄
金
の
蓮
の
つ
ぼ

み
に
形
が
似
た
、
乳
海
の
泡
の
よ
う
に
白
い
輝
く
〔
乳
あ
て
の
〕
ド
ゥ
ク
ー
ラ
布
が
突
然
、
少
し
ず
り
落
ち
ま
し
た
。〔
二
九
・
一
四
〕

そ
の
時
か
の
男
優
（
師
匠
）
は
、
両
乳
房
を
露
わ
に
し
て
し
ま
っ
た
、
細
い
腰
の
彼
女
〔
の
姿
〕
を
凝
視
す
る
と
、
少
し
笑
い
つ
つ

も
〔
性
的
に
〕
ひ
ど
く
昂
奮
し
て
し
ま
い
、
愛
神—

い
つ
も
邪
心
を
も
っ
て
心
の
弱
点
を
見
つ
け
よ
う
と
専
心
し
て
い
る
者 

—

の
支
配
下
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔
二
九
・
一
五
〕

〔
往
古
の
〕
賢
者
た
ち
や
苦
行
者
た
ち
で
す
ら
、
美
女
の
容
姿
を
見
る
と
、
堅
固
な
自
制
心
を
失
っ
た
も
の
で
す
。
ま
し
て
凡
俗
の

人
間
が
そ
れ
に
抗
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。〔
二
九
・
一
六
〕

◇　

ニ
ル
パ
マ
ー
は
ず
り
落
ち
た
上
の
衣
裳
（
胸
の
覆
い
）
を
引
き
上
げ
て
か
ら
、
師
匠
が
愛
神
の
支
配
下
に
陥
っ
た
の
を
理
解
す
る
と
、

迷
妄
の
闇
に
い
る
人
に
と
っ
て
の
灯
明
と
な
る
『
教
え
の
詩
』（
善
説
）
を
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
聞
か
せ
ま
し
た
。

「
長
い
間
ず
っ
と
心
を
正
法
か
ら
外
す
こ
と
な
く
保
っ
て
き
た
の
に
、
も
し
欲
望
に
穢
れ
た
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
誰
が
地

獄
に
赴
か
な
い
で
し
ょ
う
か
。
夜
々
に
〔
道
を
〕
照
ら
し
て
く
れ
た
ラ
ン
プ
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
必
ず
正
し
い
道
か
ら
外

れ
て
恐
ろ
し
い
悪
路
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。」〔
二
九
・
一
七
〕

◇　

す
る
と
、
ま
る
で
悪
い
道
に
入
り
込
ん
だ
弟
子
が
教
師
に
よ
っ
て
善
い
道
に
引
き
戻
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
『
教
え
の
詩
』
の
お

か
げ
で
〔
心
が
〕
誤
っ
た
状
態
か
ら
正
し
い
状
態
に
引
き
戻
さ
れ
た
そ
の
師
匠
は
、「
じ
つ
に
善
い
、
じ
つ
に
善
い
」
と
言
っ
て
、
自
分

の
上
の
衣
裳
を
〔
脱
い
で
〕
ニ
ル
パ
マ
ー
に
与
え
ま
し
た
。

一
方
ま
た
〔
彼
女
の
善
説
に
〕
驚
き
の
思
い
を
も
っ
た
か
の
苦
行
者
の
子
は
、「
あ
あ
、
見
事
に
説
い
た
ぞ
」
と
叫
ん
で
、
ニ
ル
パ

マ
ー
の
前
に
〔
彼
の
着
て
い
た
〕
黒
羚
羊
の
毛
皮
と
樹
皮
の
衣
を
投
げ
ま
し
た
。

そ
の
場
で
ま
た
、
歓
喜
心
を
抱
い
た
二
人
の
商
人
が
、「
す
ば
ら
し
い
、
す
ば
ら
し
い
」
と
何
度
も
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
月
の
よ
う



二
四

に
真
っ
白
な
二
枚
の
衣
を
〔
舞
台
に
〕
投
げ
ま
し
た
。〔
二
九
・
一
八
〕

さ
ら
に
同
様
に
、
驚
嘆
の
心
を
抱
い
た
大
臣
と
王
子
の
両
者
が
、
歓
び
の
あ
ま
り
若
枝
に
似
た
指
を
く
る
く
る
回
し
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
衣
を
投
げ
ま
し
た
。〔
二
九
・
一
九
〕

◇　

さ
て
舞
踏
劇
を
見
終
え
た
後
、
か
の
王
は
最
初
に
、
師
匠
に
質
問
し
ま
し
た
。「
ぜ
ひ
教
え
て
ほ
し
い
。
あ
な
た
は
ど
う
し
て
自
分

の
衣
〔
を
与
え
る
こ
と
〕
で
、
ニ
ル
パ
マ
ー
を
飾
っ
た
の
で
す
か
。」—

　

師
匠
は
答
え
ま
し
た
。「
王
様
、
お
聞
き
下
さ
い
。

衣
が
落
ち
た
彼
女
の
姿
の
美
し
さ
を
私
が
見
た
時
、
愛
神
は
私
の
心
か
ら
普
段
の
平
静
を
奪
い
ま
し
た
。〔
二
九
・
二
〇
〕

し
か
し
彼
女
の
丸
い
月
の
如
き
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
は
っ
き
り
明
る
く
澄
ん
だ
月
光
た
る
言
葉
が
、
(a) 

正
法
の
道
を
阻
む
障
害

た
る
、
(b) 

情
欲
か
ら
成
る
、
(c) 

厚
い
雲
の
如
き
、〔
私
の
〕
大
き
な
迷
愚
の
闇
を
切
り
割
い
て
く
れ
た
の
で
す
。〔
二
九
・
二
一
〕

そ
こ
で
私
は
体
か
ら
衣
を
取
る
と
、
清
澄
で
確
た
る
心
を
も
つ
彼
女
に
投
げ
与
え
た
の
で
す
。
良
識
あ
る
人
の
い
っ
た
い
誰
が
、

迷
愚
の
闇
を
打
ち
破
る
あ
の
『
教
え
の
詩
』
の
威
力
を
称
え
な
い
で
お
か
れ
ま
し
ょ
う
か
。」〔
二
九
・
二
二
〕

◇　

次
に
か
の
王
は
そ
の
仙
人
の
子
を
呼
ぶ
と
、
尋
ね
ま
し
た
。「
さ
あ
、
ぜ
ひ
教
え
て
ほ
し
い
。
ど
う
し
て
君
は
ニ
ル
パ
マ
ー
の
前

に
、
黒
羚
羊
の
毛
皮
と
樹
皮
の
衣
を
投
げ
た
の
で
す
か
。」—

　

苦
行
者
は
答
え
ま
し
た
。「
大
王
様
、
お
聞
き
下
さ
い
。
こ
れ
ま
で
私

は
思
案
し
て
お
り
ま
し
た
、『
苦
し
い
こ
と
の
多
い
苦
行
者
の
出
家
生
活
を
も
う
捨
て
て
、
家
住
生
活
を
営
む
こ
と
に
し
よ
う
』
と
。
し

か
し
あ
の
女
優
の
『
教
え
の
詩
』
に
よ
っ
て
、
叱
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
の
で
す
。『
ど
う
し
て
お
前
は
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
、
と
て
も
な

し
が
た
い
苦
行
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
浄
め
て
き
た
の
に
、〔
今
さ
ら
〕
ま
る
で
象
の
沐
浴
の
よ
う
に
、
無
数
の
過
悪
の
原
因
と
な
る
家

住
生
活
の
中
へ
ず
ぶ
ず
ぶ
と
入
っ
て
ゆ
こ
う
と
欲
す
る
の
か
』
と
。
そ
こ
で
私
は
再
び
苦
行
林
に
戻
ろ
う
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
敬
信
を
抱
い
た
私
は
、
解
脱
の
道
を
指
し
示
し
て
く
れ
た
偉
大
な
美
し
い
『
教
え
の
詩
』
に
礼
拝
し
な
が
ら
、
彼
女
の
前

に
、
苦
行
に
適
し
た
黒
羚
羊
の
毛
皮
と
樹
皮
の
衣
を
投
げ
た
の
で
す
。」〔
二
九
・
二
三
〕

◇　

さ
て
次
に
、
か
の
王
は
二
人
の
商
人
に
尋
ね
ま
し
た
。「
ど
う
か
あ
な
た
方
は
話
し
て
下
さ
い
。
ど
う
し
て
お
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
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二
五

を
投
げ
た
の
で
す
か
。」—

　

そ
の
二
人
の
商
人
の
片
方
が
答
え
ま
し
た
。「
王
様
、
お
聞
き
下
さ
い
。
異
国
に
行
こ
う
と
欲
し
た
或
る

一
人
の
隊
商
主
が
、
私
の
手
に
大
変
高
価
な
真
珠
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
預
け
て
い
っ
た
の
で
す
。
あ
る
時
祭
礼
の
日
に
、
私
の
妻
は
頸
を

飾
る
装
身
具
と
し
て
そ
れ
を
用
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
こ
こ
に
お
り
ま
す
私
の
親
友
の
妻
で
あ
る
人
が
そ
れ
を
見
ま
し
て
、「
こ
れ
ほ
ど

の
凄
い
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
あ
な
た
は
一
体
ど
う
し
た
の
」
と
、
そ
う
私
の
妻
に
尋
ね
ま
し
た
。
そ
こ
で
妻
は
答
え
ま
し
た
。「
或
る
隊
商
主

が
私
の
夫
に
預
け
て
い
っ
た
も
の
な
の
。
こ
れ
〔
の
貸
借
〕
で
は
あ
な
た
の
夫
が
証
人
に
な
っ
て
い
る
わ
。」「
そ
の
隊
商
主
が
戻
っ
て

き
た
時
、
も
し
私
の
夫
が
そ
れ
を
否
認
す
れ
ば
、
こ
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
私
た
ち
二
人
の
共
通
の
所
有
物
に
で
き
る
わ
。」—

　

妻
た
ち
か

ら
不
正
の
道
に
立
つ
そ
の
言
葉
を
聞
か
さ
れ
る
と
、
私
た
ち
二
人
も
強
欲
に
よ
っ
て
心
を
支
配
さ
れ
、「
そ
う
す
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と

同
意
し
た
の
で
し
た
。

し
か
し
あ
の
女
優
の
、
ま
る
で
か
の
牟
尼
（
聖
者
）
に
由
来
す
る
か
の
よ
う
な
、
大
き
な
闇
を
消
散
さ
せ
る
、
あ
の
『
教
え
の
詩
』

を
聞
い
た
時
、
私
た
ち
二
人
は
善
の
道
を
滅
ぼ
す
そ
の
強
欲
を
捨
て
て
、
再
び
善
人
の
道
の
上
に
落
ち
つ
い
た
の
で
す
。〔
二
九
・
二

四
〕王

様
、
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
地
獄
の
火
の
燃
料
た
る
貪
欲
を
捨
て
、
浄
ら
か
な
心
を
得
た
私
と
こ
の
者
と
は
、「
す
ば
ら
し
い
」

と
言
葉
を
叫
ん
で
、
そ
の
思
い
の
ま
ま
に
衣
を
と
っ
さ
に
投
げ
た
の
で
す
。」〔
二
九
・
二
五
〕

◇　

次
に
、
か
の
王
は
そ
の
大
臣
に
尋
ね
ま
し
た
。「
さ
あ
、
あ
な
た
も
こ
こ
で
今
話
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
、
な
ぜ
さ
っ
き
あ
な
た
が
衣

を
投
げ
た
の
か
を
。」
す
る
と
そ
の
大
臣
は
地
面
に
跪
く
と
、
答
え
ま
し
た
。「
も
し
王
様
が
私
に
無
畏
（
素
直
に
白
状
す
れ
ば
罪
に
問
わ
な

い
と
の
約
束
）
を
お
与
え
下
さ
る
な
ら
、
私
は
お
話
し
い
た
し
ま
す
。」
そ
こ
で
王
は
誓
言
を
も
っ
て
、
無
畏
を
与
え
ま
し
た
。
そ
こ
で

大
臣
は
、
ほ
か
の
誰
に
も
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
王
に
打
ち
明
け
ま
し
た
。「
王
様
、
お
聞
き
下
さ
い
。
私
は
邪
悪
に
も
、
閣
下
の

第
一
王
妃
と
共
に
こ
の
よ
う
に
決
意
し
て
い
た
の
で
す
。

『
毒
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
夜
寝
て
い
る
時
に
鋭
い
剣
を
も
っ
て
、
こ
の
王
を
亡
き
者
に
し
、
そ
の
後
わ
れ
ら
二
人
で
こ
の
国
土
を



二
六

支
配
し
よ
う
』
と
。〔
二
九
・
二
六
〕

し
か
し
、
夜
の
月
に
似
た
あ
の
女
優
か
ら
の
皎
々
た
る
『
教
え
の
詩
』
の
光
を
受
け
得
た
時
、
た
だ
ち
に
、
悪
し
き
妄
想
か
ら
生

じ
て
〔
自
身
の
〕
徳
性
を
滅
ぼ
す
も
の
で
あ
る
、
そ
の
〔
心
中
の
〕
闇
が
私
か
ら
消
散
し
た
の
で
す
。〔
二
九
・
二
七
〕

正
邪
の
道
を
教
え
示
す
こ
と
に
見
事
な
効
果
を
も
つ
、
あ
ら
ゆ
る
暗
愚
の
闇
を
消
散
さ
せ
る
、
あ
の
『
教
え
の
詩
』
を
礼
拝
し
よ

う
と
し
て
、
私
は
と
っ
さ
に
あ
の
衣
を
投
げ
た
の
で
し
た
。
感
官
と
い
う
敵
の
克
服
者
（
王
様
）
よ
。」〔
二
九
・
二
八
〕

◇　

さ
て
次
に
、
か
の
王
は
副
王
で
あ
る
長
男
に
尋
ね
ま
し
た
。「
命
長
き
人
よ
（
若
き
人
よ
）、
さ
あ
今
お
前
は
話
し
て
み
な
さ
い
、
な

ぜ
お
前
が
衣
を
投
げ
た
の
か
。」—

　

副
王
は
答
え
ま
し
た
。「
父
上
、
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

「
邪
悪
な
大
臣
と
も
ど
も
、*

王
家
か
ら
追
い
払
う
べ
き
者
で
あ
る
母
上
を
殺
さ
ね
ば
」
と
、
私
は
最
初
、
思
案
し
て
い
ま
し
た 　

。

〔
二
九
・
二
九
〕

*

し
か
し
傾
聴
に
値
す
る
か
の
『
教
え
の
詩
』
を
あ
の
勝
れ
た
女
性
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
、
そ
の
私
の
心
は
押
し
と
ど
め
ら
れ
ま

し
た
。
私
は
〔
殺
害
が
〕
自
分
の
福
利
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。〔
二
九
・
三
〇
〕

*

そ
こ
で
、
無
量
の
慈
愛
あ
る
〔
王
〕
よ
、
あ
の
『
教
え
の
詩
』
を
愛
す
る
あ
ま
り
、
あ
の
確
た
る
心
を
も
つ
女
性
が
〔
ま
だ
舞

台
の
〕
途
中
で
あ
っ
て
も
、「
す
ば
ら
し
い
」
と
叫
ん
で
、
思
わ
ず
私
も
衣
を
抛
り
投
げ
た
の
で
す 　

。〔
二
九
・
三
一
〕

*

悪
道
か
ら
人
々
を
引
き
止
め
、
心
を
安
ら
か
に
す
る
、『
教
え
の
詩
』
と
い
う
不
死
の
甘
露
を
〔
受
け
得
た
〕
浄
信
あ
る
心
を
も

つ
人
な
ら
ば
、
一
体
誰
が
、
こ
う
し
て
〔
彼
女
を
〕
師
の
如
く
に
尊
重
し
な
い
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。」〔
二
九
・
三
二
〕

◇　

*

そ
の
後
、
か
の
王
は
「
す
ば
ら
し
か
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
ニ
ル
パ
マ
ー
を
呼
び
寄
せ
る
と
、
財
宝
の
適
切
な
大
布
施
を
も
っ

て
敬
意
を
示
し
て
、〔
次
の
様
に
〕
称
讃
を
述
べ
始
め
ま
し
た
。

*

「
き
っ
と
あ
な
た
は
、
ど
な
た
か
の
賢
い
偉
大
な
牟
尼
（
聖
者
）
が
、
ヨ
ー
ガ
の
力
を
も
っ
て
女
性
の
姿
を
と
り
、
生
類
を
安
ら

か
に
静
め
る
た
め
に
〔
世
に
〕
来
ら
れ
た
の
で
す
。〔
二
九
・
三
三
〕

（
21
）

（
22
）
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二
七

*

あ
な
た
の
『
教
え
の
詩
』
と
い
う
、〔
欲
望
に
暴
走
す
る
者
の
〕
悪
い
性
質
を
矯
め
る
鉤
棒
の
お
か
げ
で
、 　
　
〔
二
九
・
三
四
〕

*
或
る
者
た
ち
の
〔
欲
望
の
〕
マ
ダ
に
染
ま
っ
た
『
心
』
と
い
う
象
た
ち
が
、
様
々
な
『
徳
性
』
と
い
う
山
林
の
木
々
を
破
壊
し

な
が
ら
、
咎
め
る
べ
き
行
為
の
道
を
い
っ
さ
ん
に
暴
走
し
て
ゆ
く
の
が
く
い
止
め
ら
れ
た
と
、
そ
う
言
え
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
故
、

私
の
こ
の
都
城
は
〔
あ
な
た
と
い
う
〕
救
護
者
を
有
し
た
の
で
す
。〔
二
九
・
三
五
〕

◇　

*

こ
れ
（
都
城
）
は
あ
な
た
に
よ
り
加
持
（
超
自
然
の
力
に
よ
る
加
護
）
を
受
け
た
の
で
す
。」—

　

そ
う
、
誉
め
讃
え
る
と
、
王
は

〔
王
宮
の
〕
奥
へ
と
戻
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
か
の
苦
行
者
の
息
子
も
再
び
苦
行
林
へ
と
去
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
役
者
た
ち
も
ニ
ル
パ
マ
ー

を
伴
っ
て
、
王
か
ら
敬
意
を
示
さ
れ
た
こ
と
を
歓
び
な
が
ら
、
各
自
の
家
に
戻
り
ま
し
た
。

—

　

*

さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
、
か
の
世
尊
（
釈
尊
）
は
女
性
に
生
ま
れ
た
時
で
あ
っ
て
も
、『
教
え
の
詩
』
と
い
う
灯
明
を
も
っ
て
、
生

類
の
た
め
に
善
の
道
を
お
照
ら
し
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
し
て
正
等
覚
を
得
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

こ
と
を
よ
く
考
え
て
、
仏
陀
・
世
尊
に
尊
崇
の
思
い
を
起
こ
す
べ
き
で
す
。

*

(a) 

暗
愚
の
闇
を
打
ち
破
る
、
(b) 

善
き
人
た
ち
〔
の
言
行
〕
と
合
致
す
る
、
(c) 

正
法
を
逸
脱
し
な
い
道
を
照
ら
す
、『
教
え
の
詩
』

と
い
う
月
に
よ
っ
て
、
心
が
確
た
る
も
の
に
な
っ
た
人
は
、
幸
せ
を
得
る
た
め
に
そ
の
眼
を
も
う
決
し
て
闇
に
塞
が
れ
て
は
な
り

ま
せ
ん 　

。〔
二
九
・
三
六
〕

『
ニ
ル
パ
マ
ー
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
三
部
類
の
〕
第
九
話
〔
終
わ
る
〕。

第
三
一
話　
隊
商
主
ス
ヤ
ー
ト
ラ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

*

わ
ず
か
な
快
楽
の
ゆ
え
に
妄
分
別
し
迷
乱
し
た
心
を
も
つ
者
た
ち
の
心
を
よ
く
抑
制
す
る
た
め
の
、
根
拠
〔
た
る
教
え
〕
を
有
す

る
有
徳
の
人
た
ち
は
、〔
快
楽
へ
の
〕
愛
著
の
焔
を
、
執
着
を
離
れ
る
法
話
と
い
う
水
に
よ
っ
て
消
し
て
あ
げ
ま
す 　
。〔
三
一
・
一
〕

（
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二
八

◇　

*

次
の
様
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。—

　

日
常
に
必
要
な
品
々
が
〔
ど
の
家
に
も
〕
豊
か
に
あ
る
こ
と
を
悦
ぶ
都
民
た
ち
が
そ
の

目
を
楽
し
ま
せ
る
多
種
多
様
な
公
園
林
に
よ
っ
て
郊
外
の
地
が
満
た
さ
れ
て
い
る
、
タ
ク
シ
ャ
シ
ラ
ー
（
タ
キ
シ
ラ
）
と
い
う
王
都
に
お

い
て
、
(a) 

多
数
の
論
書
を
絶
え
ず
学
ぶ
こ
と
で
清
ら
か
な
知
性
を
も
ち
、
(b) 

悪
人
た
ち
と
関
わ
る
こ
と
を
嫌
い
、
(c) 

善
人
た
ち
と
の

交
際
を
悦
び
、
(d) 

慎
ま
し
い
態
度
と
思
い
や
り
と
忍
辱
〔
と
い
う
徳
性
〕
に
飾
ら
れ
た
、
(e) 

す
べ
て
の
人
に
ま
る
で
親
族
の
よ
う
に

〔
や
さ
し
く
〕
接
す
る
、
ス
ヤ
ー
ト
ラ 　

と
い
う
隊
商
主
（
貿
易
商
）
が
、
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
と
し
て
〔
そ
の
地
に
〕
出
生
し
ま
し
た
。

*

〔
種
々
の
〕
技
芸
（
カ
ラ
ー
）
を
も
ち
、〔
暗
愚
の
〕
闇
を
打
ち
破
る
知
性
を
も
つ
彼
は
、
暗
夜
の
様
な
日
々
を
過
ご
す
人
々
に
、

光
の
よ
う
に
幸
せ
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
ま
る
で
〔
様
々
な
〕
月
齢
の
姿
（
カ
ラ
ー
）
を
も
ち
、
闇
を
打
ち
破
る
月
が
、
夜
毎
に
光

を
も
っ
て
人
々
に
喜
び
を
も
た
ら
す
よ
う
に
。〔
三
一
・
二
〕

*

人
々
の
た
め
に
不
益
と
な
る
も
の
（
害
）
を
取
り
除
く
こ
と
に
お
い
て
彼
は
比
類
な
く
長
け
て
い
ま
し
た
。
ど
の
集
会
場
で
も
彼

の
知
性
は
輝
き
を
放
っ
て
い
ま
し
た
。
多
く
の
徳
性
が
彼
〔
と
い
う
存
在
〕
を
親
友
の
よ
う
に
抱
き
し
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
し

た
。
そ
し
て
彼
は
異
国
か
ら
あ
ら
ゆ
る
成
果
を
得
て
戻
っ
て
来
る
の
で
し
た
。〔
三
一
・
三
〕

◇　

*

さ
て
あ
る
時
、
か
の
偉
大
な
心
の
方
（
ス
ヤ
ー
ト
ラ
）
は
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
お
い
て
、
天
女
の
容
姿
に
等
し
い
バ
ド
ラ
ー
と

い
う
名
の
最
高
格
の
遊
女
に
つ
い
て
耳
に
し
ま
し
た
。
彼
女
は
美
し
く
妖
艶
な
姿
と
い
う
罠
に
よ
っ
て
お
び
き
寄
せ
て
は
多
く
の
隊
商

長
を
虜
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
ス
ヤ
ー
ト
ラ
は
そ
の
す
ば
ら
し
い
美
貌
の
高
慢
を
斥
け
る
た
め
に
、
ま
た
彼
女
と
交

わ
る
者
た
ち
に
慎
み
の
あ
る
生
活
態
度
〔
を
得
さ
せ
る
〕
た
め
に
、
多
く
の
友
人
を
連
れ
て
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。

*

ス
ヤ
ー
ト
ラ
が
来
た
こ
と
を
聞
い
て
悪
い
男
た
ち
（
女
衒
な
ど
）
は
、
そ
の
最
高
格
の
遊
女
に
こ
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

*

「
お
お
美
し
い
方
、
あ
な
た
が
お
も
ち
の
こ
の
天
与
の
美
の
完
全
さ
は
、
ク
ベ
ー
ラ
神
の
如
き
〔
財
産
を
も
つ
〕
ス
ヤ
ー
ト
ラ
を
、

今
や
つ
い
に
引
き
寄
せ
た
の
で
す
。
マ
ン
ゴ
ー
の
木
の
枝
に 　
〔
咲
き
出
た
〕
花
々
の
豊
か
さ
が
蜜
蜂
を
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
。〔
三

一
・
四
〕

（
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二
九

*

そ
こ
で
、
あ
な
た
は
快
い
薫
香
や
塗
香
な
ど
を
〔
贈
物
と
し
て
〕
持
た
せ
て
、
教
養
豊
か
で
言
葉
が
巧
み
で
あ
る
一
人
の
女
使

者
を
ス
ヤ
ー
ト
ラ
の
も
と
に
派
遣
な
さ
い
ま
せ
。〔
三
一
・
五
〕

*
お
お
美
の
誉
れ
を
お
持
ち
の
方
、
あ
な
た
の
女
の
魅
力
を
も
っ
て
、
あ
ち
ら
の
守
る
領
域
の
中
に
入
り
込
み
、
彼
の
財
宝
を
掴

み
取
っ
て
か
ら
、
し
か
る
後
に
彼
を
お
捨
て
な
さ
い
。
熟
し
た
マ
ン
ゴ
ー
の
果
実
を
食
べ
て
、
そ
の
種
を
吐
き
だ
す
よ
う
に
。」〔
三

一
・
六
〕

*

こ
の
よ
う
に
言
う
、
悪
い
男
た
ち
（
女
衒
）
の
言
葉
を
聞
い
て
笑
い
な
が
ら
、
富
を
欲
す
る
バ
ド
ラ
ー
は
、
そ
の
堅
実
な
る
者
（
菩

薩
）
に
接
近
す
る
た
め
、
言
葉
が
巧
み
な
女
使
者
を
送
り
ま
し
た
。〔
三
一
・
七
〕

*

心
を
奪
う
美
し
い
花
々
を
手
に
も
ち
、
キ
ン
マ
（
蒟
醤
）
の
葉
〔
で
下
唇
を
赤
く
染
め
〕、
月
の
光
線
の
如
く
白
い
栴
檀
を
つ
け

た
、
ま
る
で
女
ヤ
ク
シ
ャ
（
夜
叉
）
の
よ
う
な
〔
妖
麗
な
〕
し
ぐ
さ
を
も
つ
女
使
者
は
、
世
の
人
々
の
お
芝
居
に
躓
い
た
こ
と
が
な

い
ス
ヤ
ー
ト
ラ
の
も
と
に
ゆ
っ
く
り
と
近
づ
き
ま
し
た 　

。〔
三
一
・
八
〕

◇　

*

恭
し
い
態
度
で
、
菩
薩
の
も
と
に
や
っ
て
来
る
と
、
お
辞
儀
し
て
〔
次
の
よ
う
に
〕
語
り
ま
し
た
。「
お
お
大
き
な
幸
を
お
も
ち

の
方
、
バ
ド
ラ
ー
と
い
う
最
高
級
の
遊
女
で
あ
る
娘
が
、
ま
る
で
月
の
円
弧
が
星
々
の
美
を
奪
っ
て
輝
く
よ
う
に
、
他
の
最
高
級
遊
女

た
ち
の
美
を
奪
っ
て
輝
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
者
か
ら
、
こ
こ
に
住
ん
で
お
い
で
に
な
る
あ
な
た
に
、
こ
の
よ
う
に
伝
言
を
申
し
上

げ
ま
す—

『
わ
が
夫
よ
（
聖
子
よ
）、
ど
う
し
て
自
ら
の
家
を
お
捨
て
に
な
ら
れ
て
、
ほ
か
に
お
住
ま
い
な
の
で
す
か
。
あ
あ
、
こ
の

こ
と
は
実
に
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
故
、
こ
ち
ら
に
来
ら
れ
て
、
私
ど
も
に
温
情
を
お
示
し
に
な
っ
て
下
さ
い
』、
と
。
私
ど
も
の
女

主
人
（
バ
ド
ラ
ー
）
は
、
美
貌
と
い
う
徳
性
に
よ
り
世
に
知
ら
れ
た
人
で
す
が
、
大
き
な
幸
を
お
も
ち
の
方
（
あ
な
た
）
に
逢
う
こ
と
を

切
望
し
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
す
。
き
っ
と
あ
な
た
に
は
、
そ
の
こ
と
が
お
耳
に
達
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
、
他
所
で
楽

し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。」—

　

こ
の
よ
う
に
話
さ
れ
た
時
、
ス
ヤ
ー
ト
ラ
は
答
え
ま
し
た
。

*

「
誰
が
い
っ
た
い
彼
女
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
、
愛
神
（
カ
ー
マ
）
の
道
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
技
芸
の
巧
者
と
し
て
、
ま

（
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）



三
〇

た
美
貌
を
有
す
る
〔
か
の
神
〕
と
等
し
い
〔
美
の
〕
名
声
を
有
す
る
者
と
し
て
。
し
べ
を
生
じ
た
夜
咲
き
の
白
睡
蓮
（
ク
ム
ダ
）
を

開
か
せ
る
の
は
、
白
く
輝
く
三
日
月
の
到
来
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
灯
明
〔
の
輝
き
〕
に
よ
っ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
三
一
・
九
〕

◇　
*

私
が
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
来
た
の
は
他
用
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
来
た
の
で
す
。」—

　

こ
の
よ
う
に
語
る
と
、
そ

の
女
使
者
に
よ
っ
て
〔
導
か
れ
て
〕、
(a) 

川
の
豊
か
な
水
の
お
か
げ
で
開
花
し
た
如
き
川
岸
の
木
々
が
〔
川
の
方
へ
〕
頭
を
下
げ
る
よ

う
に
〔
客
に
向
か
っ
て
頭
を
下
げ
て
い
る
〕
女
召
使
た
ち
に
よ
っ
て
接
客
が
な
さ
れ
て
い
る
、
(b) 

白
い
衣
が
あ
る
、
(c) 

描
か
れ
た
絵
が

〔
客
の
〕
目
を
楽
し
ま
せ
る
壁
が
あ
る
、
(d)
〔
壁
に
〕
付
着
し
た
顔
料
の
匂
い
が
芳
し
く
香
っ
て
い
る
、
(e) 

新
鮮
な
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花

環
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
た
、
(f) 

木
綿
布
の
上
に
線
絵
と
し
て
描
か
れ
た
マ
カ
ラ
（
空
想
上
の
鯨
と
鰐
に
似
た
海
獣
）
の
旗
が
掲
げ
ら
れ
た
、
(g) 

沢
山
の
幇
間
た
ち
と
一
緒
に
高
級
遊
女
の
母
（
お
か
み
）
た
ち
に
よ
っ
て
怒
り
を
な
だ
め
ら
れ
て
い
る
客
た
ち
が
い
る
、
(h) 

と
て
も
多

く
の
国
々
に
住
む
人
々
か
ら
其
処
で
〔
財
を
〕
ふ
ん
だ
く
る
こ
と
が
巧
み
な
、
(i) 

自
己
抑
制
が
無
い
こ
と
と
軽
率
の
原
因
で
あ
る
、
バ

ド
ラ
ー
の
住
ま
い
（
娼
館
）
へ
と
〔
菩
薩
は
〕
入
り
ま
し
た
。

*

か
の
最
高
級
の
遊
女
（
バ
ド
ラ
ー
）
は
ウ
ダ
ヤ
を
見
る
と
立
ち
上
が
り
、
燦
め
く
唇
を
動
か
し 　

、
う
っ
と
り
さ
せ
る
微
笑
を
浮

か
べ
ま
し
た
。
艶
め
か
し
い
し
ぐ
さ
を
し
な
が
ら
、
眩
し
く
光
ら
せ
る
横
目
で
見
た
彼
女
は
、
彼
の
足
先
に
手
を
置
い
て
、
お
辞

儀
を
し
ま
し
た
。〔
三
一
・
一
〇
〕

*

お
辞
儀
を
し
て
か
ら
、
ぱ
っ
ち
り
開
い
た
眼
を
も
つ
彼
女
は
、
服
の
片
方
の
布
裾
を
艶
め
か
し
く
弄
び
な
が
ら
、
ま
た
蓮
華
に

似
た
薄
桃
色
の
足
で
微
か
に
床
を
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。〔
三
一
・
一
一
〕

*

「〔
あ
な
た
と
い
う
〕
こ
の
月
は
、
唐
突
に
（
予
想
外
に
）、
ど
こ
か
ら
昇
っ
て
き
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は
ひ
ど
く
心
が
暗

い
闇
に
覆
わ
れ
て
い
て
、
夜
の
中
に
〔
光
線
を
〕
欲
し
て
い
た
の
で
す 

—

〔
あ
な
た
と
の
〕
出
会
い
を
欲
す
る
私
〔
の
思
い
〕

を
鎮
め
る
た
め
の
、
輝
く
言
葉
と
い
う
月
光
を
。〔
三
一
・
一
二
〕

*

今
、
私
が
も
つ
女
で
あ
る
こ
と
の
利
点
が
、
私
に
わ
か
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
善
に
依
拠
す
る
お
方
、
果
報
が
世
界
で
衰
滅

（
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三
一

す
る
こ
と
が
な
い
お
方
、
あ
な
た
が
、
最
も
優
れ
た
女
の
心
を
支
配
し
な
が
ら 　

、
私
の
こ
の
住
居
を
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
飾
っ
て

く
れ
る
か
ら
で
す
。〔
三
一
・
一
三
〕

*
無
垢
の
輝
き
を
も
つ
月
の
よ
う
に
美
し
く
て
、〔
見
る
と
女
に
〕
恥
じ
ら
い
を
生
じ
さ
せ
る
様
な
あ
な
た
を
見
る
と
き
、
私
の
心

の
中
に
次
の
よ
う
な
考
え
が
浮
か
び
ま
す 

—

出
会
う
こ
と
が
で
き
ず
に
孤
独
に
彷
徨
っ
て
い
た
私
の
心
を
、
か
の
愛
神
が
き
っ

と
〔
愛
の
〕
矢
で
貫
い
た
に
違
い
な
い
、
と
。」〔
三
一
・
一
四
〕

◇　

*

そ
の
後
、〔
遊
郭
の
〕
幇
間
た
ち
は
、「
こ
の
隊
商
長
は
ま
る
で
満
月
の
よ
う
な
お
方
」
と
〔
言
っ
て
〕
欲
望
を
抱
い
た
そ
の
最

高
級
遊
女
に
、
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

*

「
咲
き
出
た
美
し
い
花
々
に
よ
っ
て
一
本
の
樹
が
輝
く
よ
う
に
、
ま
た
自
ら
光
輝
を
発
す
る
も
の
（
太
陽
・
火
）
に
よ
っ
て
宝
石
の

細
い
棒
が
輝
く
よ
う
に
、
ま
た
月
に
よ
っ
て
夜
が
輝
く
よ
う
に
、
滞
在
し
て
い
る
あ
の
美
し
い
人
（
ス
ヤ
ー
ト
ラ
）
に
よ
っ
て
あ
な

た
は
光
り
輝
い
て
い
ま
す
。」〔
三
一
・
一
五
〕

◇　

*

そ
の
後
ス
ヤ
ー
ト
ラ
は
そ
の
最
高
級
の
遊
女
と
と
も
に
悦
楽
を
味
わ
い
、
夜
が
明
け
る
と
、
十
万
〔
金
〕
の
価
値
が
あ
る
真
珠

の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
与
え
ま
し
た
。
二
日
目
に
は
、
黄
金
の
装
飾
品
で
〔
彼
女
を
〕
飾
り
ま
し
た
。
三
日
目
に
、
銀
製
の
つ
ま
ら
な
い
装

飾
品
を
贈
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
最
高
級
の
遊
女
は
憤
怒
に
満
ち
て
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
に
そ
の
こ
と
を
告
げ
、
訴
え
出
ま
し
た
。

*

「
私
に
よ
る
接
待
は
巧
緻
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
毎
日
〔
そ
の
質
を
〕
更
に
高
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
れ
を
気
づ
か

な
い
か
の
よ
う
な
、
ス
ヤ
ー
ト
ラ
様
の
愛
に
欠
け
た
心
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。」〔
三
一
・
一
六
〕

◇　

*

そ
こ
で
そ
の
王
は
ス
ヤ
ー
ト
ラ
を
召
喚
し
、
席
を
与
え
ら
れ
た
彼
に
対
し
て
、
最
高
級
の
遊
女
に
不
正
を
働
い
た
と
い
う
そ
の

行
為
が
語
ら
れ
て
、〔
弁
論
が
〕
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
最
高
格
の
遊
女
は
申
し
上
げ
ま
し
た
。「
王
様
、
心
に
愛
情
が
欠
け
て
い
る
こ

の
人
を
い
ま
さ
ら
非
難
し
た
と
て
、
何
に
な
る
で
し
ょ
う
。

*

あ
あ
、
恥
知
ら
ず
な
人
。
心
が
汚
れ
で
い
っ
ぱ
い
の
そ
の
人
が
、
罪
の
な
い
女
に
向
か
っ
て
、
強
く
惹
き
つ
け
る
た
め
、
嬉
し
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三
二

が
ら
せ
を
言
っ
て
も
無
駄
な
こ
と
で
す
。
水
の
な
い
場
所
に
橋
を
架
け
る
よ
う
な
も
の
で
す
。」〔
三
一
・
一
七
〕

◇　
*

王
は
言
い
ま
し
た
。「
偉
大
な
隊
商
主
よ
、
さ
あ
こ
の
者
に
返
事
を
す
る
が
よ
い
。」—

　

ス
ヤ
ー
ト
ラ
は
答
え
ま
し
た
。

*
「
私
た
ち
は
商
品
の
鑑
定
に
優
れ
た
頭
を
持
っ
て
お
り
ま
す
、
偉
大
な
王
よ
。
最
高
級
の
遊
女
と
い
う
こ
の
商
品
は
、
う
つ
ろ
い

や
す
い
と
い
う
欠
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。〔
三
一
・
一
八
〕

*

初
め
の
日
に
あ
っ
た
よ
う
な
こ
の
人
の
美
し
い
状
態
を
、
第
二
の
日
に
私
は
そ
の
身
体
に
見
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
人
に
お
い

て
容
姿
の
変
化
（
美
の
劣
化
）
が
あ
っ
た
の
を
見
て
、〔
贈
る
〕
装
飾
品
を
私
は
変
え
た
の
で
す
。〔
三
一
・
一
九
〕

*

黄
金
は
、
未
精
錬
で
あ
る
う
ち
は
、
火
に
よ
っ
て
熱
せ
ら
れ
る
と
、
だ
ん
だ
ん
火
中
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
に
不
純
物
が
出
て
き

ま
す 　

。〔
三
一
・
二
〇
〕

*

感
覚
の
領
域
（
視
覚
・
触
覚
な
ど
）
に
赴
く
と
、
そ
の
時
に
人
は
と
て
も
心
に
適
う
享
楽
を
得
ま
す
。
し
か
し
既
に
行
っ
た
（
手
に

入
れ
た
）
享
楽
へ
赴
く
時
、
人
に
と
っ
て
〔
そ
こ
で
得
ら
れ
る
も
の
は
〕
た
ち
ま
ち
、
ま
る
で
萎
れ
た
花
の
よ
う
に
、〔
以
前
の
〕

半
分
だ
け
の
残
り
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。〔
三
一
・
二
一
〕

*

蜜
蜂
は
咲
い
た
花
の
中
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
後
、
何
か
汚
い
も
の
が
付
着
し
て
い
た
の
で
、〔
手
に
入
れ
た
〕
そ
の
蜜
を
、
急
に
捨

て
て
し
ま
い
ま
す
。
ふ
つ
う
〔
生
き
物
た
ち
は
〕
新
鮮
な
も
の
だ
け
を
愛
好
す
る
の
で
、
と
て
も
心
に
適
う
も
の
は
、
こ
の
世
に

は
ご
く
わ
ず
か
し
か
存
在
し
な
い
の
で
す
。〔
三
一
・
二
二
〕

*

老
い
は
き
れ
い
な
容
姿
を
、
見
苦
し
い
も
の
に
し
、
奪
い
取
り
ま
す
。〔
美
へ
の
〕
様
々
な
強
い
愛
著
の
力
も
、
心
を
傷
つ
け
る

だ
け
で
す
。〔
生
き
物
の
〕
寿
命
は
、
ヤ
マ
（
閻
魔
、
命
の
終
わ
り
を
も
た
ら
す
者
）
が
か
く
も
突
然
に
そ
の
支
配
を
示
し
ま
す
。
物
事

は
総
て
あ
っ
と
い
う
間
な
の
で
す
、
王
権
の
よ
う
に
、
食
べ
物
の
よ
う
に
、
光
の
よ
う
に
。〔
三
一
・
二
三
〕

*

か
く
し
て
、
老
い
・
病
・
死
・
転
生
の
苦
し
み
の
矢
に
打
た
れ
続
け
る
こ
と
で
、
心
の
堅
固
さ
は
弱
ま
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
女
と

い
う
骨
の
家
（
肉
体
）
は
、
自
性
が
不
浄
な
も
の
で
す
。〔
そ
れ
を
〕
見
る
な
ら
、
い
か
な
る
美
質
を
見
て
愚
か
に
も
〔
女
に
〕
愛
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三
三

着
を
起
こ
す
で
し
ょ
う
か
。〔
三
一
・
二
四
〕

*
「
お
お
な
ん
と
、
女
は
美
し
い
姿
を
も
つ
こ
と
か
」
と
、
愚
か
な
人
は
惑
乱
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
賢
者
た
ち
は
「
こ
の
者
（
女
）

は
骨
の
連
な
り
で
あ
る
」
と
〔
彼
ら
を
〕
叱
り
ま
す
。〔
三
一
・
二
五
〕

*

女
た
ち
は
愛
お
し
い
が
、
そ
の
よ
う
に
過
患
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
故
に
、
賢
者
た
ち
は
〔
女
た
ち
を
〕
遠
く
に
避
け
る
の
で

す
。
犬
〔
の
尿
〕
に
汚
さ
れ
た
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
樹
を
人
が
避
け
る
よ
う
に 　

。」〔
三
一
・
二
六
〕

◇　

*

そ
の
時
、
か
の
王
は
「
あ
あ
、
見
事
な
言
葉
で
し
た
」
と
言
っ
て
、
菩
薩
を
繰
り
返
し
称
讃
し
ま
し
た
。
そ
の
最
高
級
の
遊
女

も
、
若
さ
と
美
貌
に
よ
る
高
慢
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
、
全
き
寂
静
へ
の
心
集
中
（
一
境
性
）
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
の
他
の
多
く
の
人
々

も
、
放
逸
を
遠
ざ
け
つ
つ
、
戒
律
行
を
な
す
原
因
と
な
る
〔
正
し
い
〕
自
己
の
あ
り
方
に
入
る
こ
と
を
得
ま
し
た
。

—

　

*

さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
、
か
の
世
尊
は
、
か
つ
て
凡
夫
（
世
俗
の
一
般
人
）
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
時
で
も
、
愛
の
欲
望
を
離
れ

る
こ
と
で
、
愛
著
の
火
を
避
け
、
寂
静
に
満
ち
た
状
態
で
過
ご
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
思
い
、
世
尊
に
対
し
て
最
高
の
浄
信
を

捧
げ
る
べ
き
で
す
。

*

『
隊
商
主
ス
ヤ
ー
ト
ラ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
四
部
類
の
〕
第
一
話
〔
終
わ
る
〕。

第
三
三
話　
シ
ャ
ク
ラ
（
帝
釈
天
）・
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

最
も
高
い
地
位
で
あ
り
驕
慢
さ
を
得
や
す
い
イ
ン
ド
ラ
（
神
々
の
王
）
の
位
に
〔
輪
廻
し
て
〕
達
し
た
時
で
も
、
す
ぐ
れ
た
者
た
ち

は
憐
れ
み
の
た
め
に
心
が
清
ら
か
で
あ
り
、
利
他
の
努
力
を
決
し
て
や
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
三
三
・
一
〕

◇　

次
の
様
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。—

　

(a) 

三
界
の
益
を
増
や
そ
う
と
休
み
な
く
活
動
し
て
い
る
た
め
、
旅
路
に
い
る
夫
の
帰
り
を

待
つ
妻
の
よ
う
に
『
悟
り
』（
女
性
名
詞
）
に
よ
っ
て
ず
っ
と
待
た
れ
て
い
る
者
で
あ
り
、
(b) 
い
と
し
い
息
子
へ
の
愛
情
に
心
を
濡
ら
す

（
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三
四

母
が
異
国
か
ら
故
郷
に
戻
っ
て
き
た
〔
わ
が
子
〕
を
強
く
抱
擁
す
る
よ
う
に
『
憐
れ
み
』
と
い
う
母
が
そ
の
心
を
強
く
抱
擁
し
て
い
る

者
で
あ
る
、
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
は
、
(c) 

う
つ
く
し
い
美
と
繁
栄
の
女
神
（
シ
ュ
リ
ー
）
に
よ
っ
て
深
い
敬
意
を
こ
め
て
抱
き
し
め
ら

れ
た
者
、
(d) 〔
彼
の
〕
足
下
に
跪
い
た
〔
神
々
の
群
〕
の
髻
の
宝
珠 　

の
輝
き
に
よ
っ
て
蓮
の
よ
う
な
両
足
が
照
ら
さ
れ
て
い
る
者
で

あ
る
、
三
十
三
天
の
王
（
イ
ン
ド
ラ
神
）
に
、
善
根
の
蓄
積
に
よ
っ
て
或
る
時
生
ま
れ
ま
し
た
。

神
々
の
集
会
場
は
、
光
の
輝
き
に
包
ま
れ
て
示
現
し
た
姿
の
彼
（
イ
ン
ド
ラ
）
に
よ
っ
て
美
し
く
輝
き
ま
し
た
。
あ
た
か
も
、
清
ら
か

な
星
た
ち
に
よ
っ
て
空
が
ま
だ
ら
模
様
に
な
っ
て
い
る
夜
が
、
浄
ら
か
な
光
を
も
つ
月
に
よ
っ
て
美
し
く
輝
く
よ
う
に
。〔
三
三
・
二
〕

大
い
な
る
剛
勇
が
あ
り
高
い
矜
持
を
も
つ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
（
阿
修
羅
）
た
ち
も
、
彼
の
剛
勇
の
力
に
対
抗
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
あ
た
か
も
、
す
さ
ま
じ
い
羽
で
打
ち
叩
い
て
海
を
割
っ
て
侵
入
し
て
く
る
ガ
ル
ダ
鳥
の
剛
力
に
、
龍
た
ち
が
対
抗
す
る
す

べ
が
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。〔
三
三
・
三
〕

繁
栄
の
た
め
に
三
十
三
天
を
守
護
し
つ
づ
け
る
、
か
の
偉
大
な
心
を
も
つ
者
（
菩
薩
）
を
、
美
と
繁
栄
の
女
神
は
〔
自
分
の
〕
特
別

な
居
場
所
と
し
て
愛
し
、
彼
の
も
と
に
敬
意
を
も
っ
て
留
ま
り
続
け
ま
し
た
。
あ
た
か
も
確
固
た
る
精
神
性
を
も
つ
者
の
も
と
に

知
性
が
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
居
続
け
る
よ
う
に
。〔
三
三
・
四
〕

ア
ス
ラ
（
阿
修
羅
）
た
ち
を
も
打
ち
負
か
す
、
神
々
の
王
と
い
う
そ
の
位
に
あ
る
こ
と
は
、
我
儘
な
驕
慢
さ
に
陥
る
原
因
に
も
な
り

え
ま
し
た
が
、
彼
は
心
を
乱
す
こ
と
な
く
、
不
善
の
道
に
頼
ろ
う
と
す
る
者
を
戒
め
導
か
ん
と
願
っ
て
、
世
界
（
下
界
）
を
観
察
し

て
い
ま
し
た
。〔
三
三
・
五
〕

◇　

さ
て
或
る
時
或
る
所
、
山
の
稠
林
の
中
で
、
(a) 

様
々
な
鹿
の
群
が
あ
ら
ゆ
る
所
に
い
る
、
(b) 

清
ら
か
な
池
の
睡
蓮
の
香
り
が
穏
や

か
な
風
に
芳
し
く
薫
っ
て
い
る
、
(c) 

園
林
が
快
適
に
隣
接
し
た
、
(d) 
無
数
の
鳥
の
群
が
棲
息
し
て
い
る
樹
々
が
あ
る
、
(e) 

瞋
り
を
互

い
に
懐
く
こ
と
を
や
め
た
猛
獣
た
ち
が
い
る
、
(f) 

静
寂
そ
の
も
の
の
土
地
で
あ
る
、
(g) 

多
数
の
小
川
の
水
〔
の
し
ぶ
き
〕
に
濡
ら
さ
れ

て
い
る
ア
テ
ィ
ム
ク
タ
カ
（
蔓
性
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
）
や
マ
ー
ラ
テ
ィ
ー
（
モ
ク
セ
イ
科
ソ
ケ
イ
）
や
芭
蕉
樹
の
茂
み
の
あ
る
、
(h) 

沢
山
の
牟

（
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三
五

尼
た
ち
の
な
す
ア
グ
ニ
ホ
ー
ト
ラ
（
火
供
の
儀
式
）
の
煙
の
う
す
幕
の
た
め
ま
る
で
曇
り
空
の
よ
う
に
見
え
る
、
或
る
苦
行
林
に
お
い
て
、

激
し
い
苦
行
を
行
い
、
苦
行
力
と
い
う
富
を
有
し
た
、
或
る
一
人
の
牟
尼
（
仙
人
、
聖
者
）
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

〔
附
近
の
〕
動
物
や
鳥
た
ち
は
、
稠
林
の
近
隣
の
地
の
あ
ち
こ
ち
で
自
由
気
ま
ま
に
過
ご
し
て
か
ら
、
ま
る
で
弟
子
た
ち
で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
彼
の
草
葺
き
の
庵
に
や
っ
て
来
て
、
安
ら
か
に
休
む
の
で
し
た
。〔
三
三
・
六
〕

◇　

ま
た
憐
れ
み
深
く
善
良
な
心
を
も
つ
そ
の
偉
大
な
仙
人
の
〔
暮
ら
す
〕、
様
々
な
樹
々
が
あ
っ
て
と
て
も
快
適
な
住
ま
い
に
、
ま
る

で
親
戚
の
女
が
罪
の
消
滅
を
願
っ
て
訪
れ
る
か
の
よ
う
に
、
毎
日
〔
或
る
雌
象
が
〕
や
っ
て
来
ま
し
た
。

そ
の
雌
象
は
一
匹
の
仔
象
を
伴
っ
て
、
草
や
葦
や
若
枝
を
食
べ
な
が
ら
山
の
周
辺
を
気
ま
ま
に
歩
い
て
昼
間
を
過
ご
し
て
か
ら
、

彼
女
の
象
群
が
い
る
領
域
を
忘
れ
て
、〔
彼
の
家
で
毎
晩
〕
安
ら
か
に
滞
在
す
る
の
で
し
た
。〔
三
三
・
七
〕

澄
ん
だ
心
を
も
っ
た
憐
れ
み
深
い
そ
の
牟
尼
は
、
絶
え
ず
動
く
鼻
先
と
可
愛
ら
し
い
耳
を
も
つ
そ
の
仔
象
に
対
し
て
、
息
子
に
勝

る
ほ
ど
の
愛
情
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。〔
三
三
・
八
〕

人
は
誰
で
あ
っ
て
も
、
長
く
共
生
を
楽
し
ん
で
き
た
者
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
相
手
で
も
、
そ
れ
が
男
・
女
で
あ
ろ
う
と
、
動
物
で

あ
ろ
う
と
、
有
徳
・
無
徳
で
あ
ろ
う
と
、
愛
情
が
絶
え
ず
湧
く
も
の
で
す
。〔
三
三
・
九
〕

そ
の
牟
尼
の
手
が
硬
く
な
い
竹
の
葉
や
柔
ら
か
な
蓮
根
を
差
し
出
す
と
、
そ
の
仔
象
は
ゆ
っ
く
り
静
か
に
近
づ
い
て
き
て
、
丁
重

な
し
ぐ
さ
で
受
け
取
る
の
で
し
た
。〔
三
三
・
一
〇
〕

草
蘆
の
庭
の
中
に
い
て
、
そ
の
仔
象
は
う
た
た
寝
を
し
て
目
を
閉
じ
た
ま
ま
、
可
愛
ら
し
い
鼻
で
一
匹
の
鹿
の
角
を
ゆ
っ
く
り
撫

で
さ
す
っ
て
い
ま
し
た
。〔
三
三
・
一
一
〕

ま
た
興
味
が
絶
え
ず
移
り
変
わ
る
そ
の
仔
象
は
、
新
し
い
黒
雲
が
出
現
し
て
孔
雀
が
踊
っ
て
い
る
時
、
こ
っ
そ
り
後
ろ
か
ら
近
づ

く
と
、
孔
雀
の
震
え
動
く
青
い
月
輪
の
あ
る
尾
羽
に
眺
め
入
っ
て
い
ま
し
た
。〔
三
三
・
一
二
〕

面
白
が
っ
て
鹿
た
ち
や
鳥
の
群
と
遊
び
な
が
ら
、
突
き
出
た
額
を
し
き
り
に
振
り
動
か
し
た
り
下
げ
た
り
し
て
い
る
、
そ
ん
な
そ



三
六

の
仔
象
に
、
そ
の
牟
尼
は
笑
い
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。〔
三
三
・
一
三
〕

「
あ
あ
無
邪
気
な
、
落
ち
つ
き
の
な
い
子
よ
、
こ
れ
ら
の
動
物
や
鳥
の
群
は
こ
の
草
蘆
の
中
庭
に
ま
る
で
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
（
隠
棲
処
）

を
飾
る
装
飾
品
の
よ
う
に
〔
お
と
な
し
く
〕
安
ら
か
に
居
る
の
に
、
ど
う
し
て
お
前
は
い
つ
も
悩
ま
す
の
だ
い
？
」
と
。〔
三
三
・
一

四
〕竹

を
破
壊
し
て
、
無
数
の
節
の
破
裂
音
を
起
こ
し
、
そ
の
葉
を
振
り
動
か
し
て
〔
遊
ん
で
〕
い
た
そ
の
仔
は
、
幾
度
も
そ
の
竹
を

引
っ
張
る
う
ち
に
鼻
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
牟
尼
は
モ
モ
タ
マ
ナ
の
油
滴
を
〔
傷
口
に
〕
振
り
か
け
て
あ
げ
ま
し
た
。〔
三

三
・
一
五
〕

〔
今
度
は
〕
草
蘆
の
中
庭
に
生
え
て
い
る
芭
蕉
樹
を
む
し
っ
て
壊
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
、
そ
の
仔
を
、
彼
は
〔
と
う
と
う
〕
耳
の

端
を
掴
ん
で
、
外
に
引
っ
張
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。〔
三
三
・
一
六
〕

し
か
し
〔
仔
象
が
〕
再
び
近
く
に
戻
っ
て
来
て
、
親
し
み
の
情
を
示
し
な
が
ら
鼻
を
差
し
伸
べ
る
時
、
彼
は
頬
笑
ん
で
「
息
子
よ
、

ど
う
し
て
〔
こ
う
も
〕
落
ち
つ
き
が
な
い
の
か
」
と
言
い
、
嬉
し
げ
に
撫
で
さ
す
り
ま
し
た
。〔
三
三
・
一
七
〕

そ
の
仔
象
は
、
か
の
苦
行
者
が
沐
浴
の
た
め
に
蓮
池
に
赴
く
時
は
、
し
ば
し
ば
仔
鹿
た
ち
と
戯
れ
た
り
、
ま
た
草
を
幾
度
も
根
か

ら
引
き
抜
い
た
り
し
な
が
ら
、
後
に
つ
い
て
行
く
の
で
し
た
。〔
三
三
・
一
八
〕

牟
尼
は
数
珠
と
黒
羚
羊
の
皮
を
そ
の
〔
仔
象
の
〕
肩
の
上
に
置
く
と
、
ゆ
っ
く
り
と
睡
蓮
に
覆
わ
れ
て
い
る
蓮
池
の
中
に
入
り
ま

し
た
。〔
三
三
・
一
九
〕

そ
の
仔
象
は
何
度
も
顔
を
上
に
持
ち
上
げ
て
、
甘
美
な
水
を
飲
ん
だ
後
、
沐
浴
し
て
い
る
彼
を
池
の
ほ
と
り
で
待
っ
て
い
ま
し
た
。

〔
三
三
・
二
〇
〕

そ
の
後
か
の
大
仙
は
そ
の
仔
象
に
伴
わ
れ
て
ゆ
っ
く
り
蓮
池
か
ら
草
蘆
に
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
彼
は
捧
げ
物
の
投
入
に
よ
っ
て
焔

の
先
端
が
揺
れ
動
く
火
に
供
物
を
捧
げ
た
後
、
ナ
ツ
メ
と
モ
モ
タ
マ
ナ
を
そ
の
仔
に
も
与
え
な
が
ら
食
べ
ま
し
た
。〔
三
三
・
二
一
〕
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三
七

◇　

或
る
時
、
か
の
母
象
は
そ
の
仔
象
を
伴
っ
て
山
の
森
林
の
中
を
彷
徨
っ
て
い
る
う
ち
、
治
癒
が
難
し
い
パ
ー
カ
ラ
の
病
（
象
特
有
の

熱
病
）
に
罹
っ
て
、
他
世
へ
逝
か
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

か
の
牟
尼
は
太
陽
が
中
天
に
昇
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
、
沐
浴
と
火
の
供
養
を
な
し
終
え
て
、
蓮
の
葉
で
作
っ
た
器
に
色
々
な
果
実
を
置

き
な
が
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
食
事
を
し
た
い
と
願
っ
て
、
こ
う
考
え
ま
し
た
。「
い
っ
た
い
あ
の
母
象
は
ど
こ
か
に
〔
仔
象
と
〕
去
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
あ
の
仔
象
が
加
わ
ら
ず
に
果
実
や
根
の
食
事
を
し
た
こ
と
が
な
い
が
。
‥
‥
き
っ
と
彼
女
は
自
分
の

群
に
合
流
し
て
、
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。」
そ
う
考
え
、
彼
ら
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
、
食
事
も
済
ま
せ
な
い
ま
ま
彼
は

立
ち
上
が
る
と
、
草
蘆
の
外
に
出
て
、
後
ろ
に
つ
い
て
き
た
一
匹
の
仔
鹿
を
伴
い
、
水
を
入
れ
た
瓶
を
持
っ
た
ま
ま
、〔
森
の
中
を
〕
あ

ち
ら
こ
ち
ら
と
迷
い
歩
き
、
象
の
鼻
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
て
シ
ャ
ッ
ラ
キ
ー
の
若
枝
が
一
面
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
を
〔
見
〕、
ま
た
象

の
足
が
置
か
れ
た
た
め
ダ
ル
ヴ
ァ
草
の
若
葉
が
す
っ
か
り
踏
み
砕
か
れ
て
い
る
の
を
、
ま
た
或
る
場
所
で
は
象
の
爪
先
の
衝
撃
に
引
き

裂
か
れ
た
ム
ス
タ
ー
草
の
細
片
が
入
り
混
じ
る
沢
山
の
掘
り
散
ら
か
さ
れ
た
土
の
塊
を
〔
見
〕、
ま
た
別
の
場
所
で
は
象
の
鼻
が
曳
い
て

は
壊
し
た
竹
の
先
端
が
至
る
所
に
落
ち
て
い
る
の
を
〔
見
な
が
ら
〕、
そ
の
母
象
の
歩
い
た
跡
を
ず
っ
と
追
っ
て
ゆ
き
、
彼
は
不
安
な
興

奮
か
ら
、
こ
う
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

「
地
面
の
上
の
、
こ
れ
ら
の
小
さ
め
の
真
っ
直
ぐ
な
線
を
つ
く
る
足
跡
は
、
母
親
に
つ
い
て
ゆ
く
あ
の
仔
の
も
の
だ
。」〔
三
三
・
二
二
〕

◇　

そ
し
て
、
も
う
少
し
奥
に
行
っ
た
時
、
(a) 

鼻
を
丸
く
巻
い
た
ま
ま
、
(b) 

目
を
い
つ
ま
で
も
閉
じ
た
ま
ま
で
い
る
、
(c) 

命
が
途
絶

え
る
時
の
苦
痛
の
た
め
足
で
あ
が
い
て
地
面
を
こ
す
り
削
っ
た
跡
を
残
す
、
(d) 

腹
部
が
少
し
沈
ん
で
し
ま
っ
た
、
(e) 

土
埃
が
上
に
被

さ
っ
て
体
が
灰
白
色
に
な
っ
て
い
る
、
(f) 

乳
を
飲
み
た
が
る
そ
の
仔
象
に
乳
房
を
ま
さ
ぐ
ら
れ
て
い
る
、
母
象
〔
の
姿
〕
を
彼
は
見
つ

け
て
、
衝
撃
的
な
大
き
な
悲
し
み
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
、
赤
っ
ぽ
い
睡
蓮
の
茎
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
母
象
の
両
乳
房
を
ま
さ
ぐ
っ
て
い
る
仔
象
〔
の
姿
〕
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
牟

尼
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
目
に
涙
を
溢
れ
さ
せ
ま
し
た
。〔
三
三
・
二
三
〕



三
八

か
の
苦
行
者
が
目
に
涙
を
大
き
く
浮
か
べ
て
、
嵩
の
あ
る
螺
髻
を
揺
ら
し
な
が
ら
近
づ
い
て
来
た
の
を
見
て
、
長
い
間
母
の
乳
房

を
吸
お
う
と
欲
し
て
い
た
そ
の
仔
象
は
起
き
上
が
る
と
、
彼
の
ほ
う
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。〔
三
三
・
二
四
〕

苦
行
者
は
、
手
首
が
数
珠
の
た
め
に
白
く
な
っ
た
手
を
そ
の
仔
象
の
上
に
置
く
と
、
憐
れ
み
の
感
情
に
、
そ
の
象
の
頭
の
隆
起
部

を
涙
で
濡
ら
し
な
が
ら
、
慟
哭
し
ま
し
た
。〔
三
三
・
二
五
〕

「
乳
飲
み
た
さ
に
の
ど
が
渇
い
て
、
何
度
も
繰
り
返
し
母
の
乳
房
を
ま
さ
ぐ
っ
て
い
る
お
前
〔
の
姿
〕
は
、
敵
で
す
ら
心
を
苦
し
め

ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
。
ま
し
て
濡
れ
た
心
を
も
つ
苦
行
者
た
ち
の
心
が
苦
し
ま
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か 　

。〔
三
三
・
二
六
〕

*

あ
あ
何
も
知
ら
な
い
子
、
な
ぜ
空
し
く
母
の
乳
房
に
触
っ
て
い
る
の
か
。
息
子
よ
、
さ
あ
今
、
お
前
は
水
瓶
の
水
を
飲
み
な
さ

い
。」—

　

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、〔
口
に
〕
水
を
あ
て
が
っ
て
や
り
、
そ
の
〔
仔
象
〕
は
彼
の
水
で
次
第
に
〔
渇
き
が
〕
満
た
さ

れ
ま
し
た
。〔
三
三
・
二
七
〕

*

「
悪
し
き
死
王
（
ヤ
マ
）
に
お
け
る
〔
死
の
〕
命
令
に
よ
り
、
お
前
の
あ
の
母
は
他
の
生
存
へ
と
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
だ
か

ら
、
さ
あ
来
な
さ
い
、
苦
行
林
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
、
お
前
を
私
が
守
っ
て
あ
げ
よ
う
。」〔
三
三
・
二
八
〕

*

そ
れ
か
ら
次
第
に
苦
行
林
に
近
づ
い
て
ゆ
き
ま
し
た
が
、
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
一
枚
の
木
の
葉
を
手
で
掴
む
と
、
彼
は
涙
の
水

滴
を
顔
か
ら
落
と
し
、
哀
れ
さ
の
あ
ま
り
、
再
び
語
り
ま
し
た
。〔
三
三
・
二
九
〕

*

「
お
前
は
柔
ら
か
な
葉
の
つ
い
た
枝
を
あ
の
母
の
鼻
先
か
ら
掴
み
取
っ
た
り
し
て
い
た
も
の
だ
。
ま
る
で
水
の
よ
う
に
涼
し
い
太

陽
光
に
浸
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
幾
度
も
幾
度
も
、
あ
の
母
か
ら
、
そ
の
乳
房
と
い
う
愛
情
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
乳
を
お
前
は
受

け
と
っ
て
き
た
の
だ
。
し
か
し
こ
の
地
に
も
う
あ
の
母
が
い
な
い
以
上
、
こ
の
独
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
前
は
こ
れ
か
ら
ど
う

や
っ
て
遊
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。」〔
三
三
・
三
〇
〕

◇　

*

そ
の
時
、
燃
え
る
木
炭
の
山
の
中
央
に
置
か
れ
た
黄
金
の
器
を
思
わ
せ
る
〔
神
々
の
都
と
い
う
〕
円
盤
を
〔
中
央
に
〕
有
す
る

ス
メ
ー
ル
山
の
頂
に
、
光
明
を
有
す
る
イ
ン
ド
ラ
（
千
眼
の
神
）
が
お
り
、〔
彼
ら
を
観
察
し
て
い
ま
し
た
〕。

（
36
）
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三
九

*
そ
の
仔
象
が
柔
ら
か
な
新
鮮
な
草
を
一
口
食
べ
、
わ
ず
か
な
水
を
一
口
飲
ん
だ
後
、
か
の
牟
尼
は
そ
の
仔
が
寝
る
た
め
に
暗
緑
色

の
草
と
木
葉
を
寝
床
と
し
て
撒
い
て
あ
げ
て
、
目
に
何
度
も
涙
を
溢
れ
さ
せ
、
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

*
「
毎
夜
毎
夜
、
寝
る
お
前
の
た
め
に
世
話
を
し
て
く
れ
て
い
た
、
あ
の
母
象
は
も
う
い
な
い
の
だ
。
ど
の
よ
う
に
今
晩
、
お
前
は

恐
れ
を
抱
い
て
こ
こ
に
横
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。」〔
三
三
・
三
一
〕

◇　

*

そ
の
仔
が
眠
り
に
入
っ
た
後
、
朝
夕
の
祈
禱
を
唱
え
る
こ
と
、
斎
戒
に
住
す
る
こ
と
、
火
に
仕
え
る
こ
と
〔
の
仕
事
〕
を
も
つ

そ
の
牟
尼
は
、
草
葺
き
の
庵
に
入
り
ま
し
た
が
、
乏
し
い
眠
気
を
払
っ
て
、
夜
の
あ
い
だ
繰
り
返
し
〔
庵
の
〕
外
に
出
て
行
っ
て
は
、

愛
し
い
者
と
一
緒
に
い
て
、〔
そ
の
寝
姿
を
〕
眺
め
て
い
ま
し
た
。

*

様
々
な
鳥
の
群
が
目
覚
め
だ
す
、
輝
く
夜
明
け
の
頃
、
彼
は
鹿
の
皮
で
覆
わ
れ
た
草
の
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
る
や
否
や
、
草
庵

の
門
の
所
ま
で
や
っ
て
来
る
と
、
そ
っ
と
数
珠
を
巻
い
た
手
で
そ
の
仔
を
撫
で
さ
す
り
な
が
ら
泣
き
、
そ
れ
か
ら
〔
庵
に
〕
戻
っ
て
来

ま
し
た
。

*

そ
の
時
、
菩
薩
（
イ
ン
ド
ラ
）
の
天
眼
は
、
そ
の
象
の
仔
を
ひ
ど
く
愛
す
る
あ
ま
り
に
強
い
執
著
に
縛
ら
れ
て
い
る
そ
の
仙
人
を
観

て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。

*

「
こ
の
牟
尼
は
親
族
へ
の
愛
を
捨
て
て
、
森
に
住
ん
で
き
た
。
し
か
し
こ
の
者
は
そ
の
地
に
お
い
て
も
、
い
っ
そ
う
の
愛
情
を
象

の
仔
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
の
だ
。〔
三
三
・
三
二
〕

◇　

*

そ
の
た
め
、
い
ま
私
は
行
っ
て
、
判
断
力
を
失
っ
て
い
る
こ
の
仙
人
を
教
え
諭
し
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」—

 

そ
う
考
え
る
と
、

*

光
を
発
す
る
美
し
い
装
飾
品
や
イ
ン
ド
ラ
の
武
器
の
す
べ
て
を
し
ま
っ
て
、
見
え
な
く
す
る
と
、
生
類
に
対
し
て
な
す
べ
き
務

め
へ
の
努
力
を
衰
え
さ
せ
な
い
そ
の
神
々
の
王
は
、
た
だ
ち
に
か
の
者
の
も
と
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。〔
三
三
・
三
三
〕

◇　

*

や
っ
て
来
る
と
、「
私
は
方
便
を
も
っ
て
、
牟
尼
が
も
つ
善
品
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
の
愛
情
を
、
こ
の
仔
象
か
ら
離
れ
さ
せ

よ
う
」
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
偉
大
な
心
の
方
（
イ
ン
ド
ラ
）
は
、
そ
の
象
の
仔
が
死
に
そ
う
に
な
っ
て
、
幾
度
も
足
を
置
き
直
し
て
は



四
〇

繰
り
返
し
ひ
ど
く
苦
し
そ
う
に
頭
を
も
た
げ
て
病
気
の
た
め
に
横
た
わ
っ
て
い
る
様
に
神
通
力
に
よ
っ
て
〔
現
出
し
、
仔
象
の
本
当
の

姿
を
〕
不
可
視
に
し
ま
し
た
。

*
そ
の
牟
尼
は
〔
そ
の
仔
象
の
様
子
を
見
て
〕
不
意
に
、「
こ
の
動
作
、
こ
れ
は
何
か
」
と
思
い
、
そ
の
仔
と
死
別
す
る
こ
と
を
恐
れ

る
あ
ま
り
、
近
づ
い
て
、「
あ
あ
か
わ
い
い
子
、
お
前
も
理
由
な
く
、
敵
で
あ
る
死
王
（
ヤ
マ
）
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
」
と
叫
び
ま

し
た
。
激
し
い
悲
し
み
が
〔
彼
を
〕
襲
い
、
ま
る
で
瀕
死
の
よ
う
に
施
す
す
べ
が
な
い
そ
の
仔
を
見
つ
め
な
が
ら
、
何
度
も
何
度
も
次

の
よ
う
に
〔
呟
き
〕
泣
き
ま
し
た
。

*

「
か
つ
て
、
ま
だ
牙
も
生
え
て
い
な
い
こ
の
仔
は
、
一
体
ど
う
や
っ
た
の
か
蓮
根
を
泥
沼
か
ら
掘
り
出
し
、
戯
れ
に
そ
れ
ら
を
集

め
て
、
運
ん
で
き
た
も
の
だ
。〔
三
三
・
三
四
〕

*

ま
た
、
祭
火
堂
の
中
に
居
る
私
が
火
を
供
養
し
て
い
る
と
、
戸
口
で
両
耳
を
揺
ら
し
な
が
ら
〔
待
っ
て
〕
い
た
も
の
だ
。〔
お
前

が
い
な
く
な
っ
た
ら
〕、
誰
が
前
で
〔
私
を
〕
待
つ
と
い
う
の
か
。〔
三
三
・
三
五
〕

*

舌
の
よ
う
に
細
い
指
の
よ
う
な
突
起
が
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
〔
伸
び
て
〕
と
て
も
細
く
な
る
鼻
の
先
端
を
も
つ
〔
お
前
〕。—

 

あ

あ
一
体
誰
が
、
そ
の
鼻
で
、
再
び
ま
た
私
の
手
か
ら
蓮
根
を
掴
む
の
か
。〔
三
三
・
三
六
〕

*

も
し
お
前
が
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
、
お
前
は
死
ん
だ
と
見
な
し
て
、
足
で
鼻
先
を
踏
ん
で
あ
げ
れ
ば
、〔
苦

し
ま
ず
に
〕
命
は
た
ち
ま
ち
途
絶
え
る
だ
ろ
う
。〔
三
三
・
三
七
〕

*

た
ち
ま
ち
に
お
前
が
あ
の
世
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
目
的
を
達
し
た
か
の
死
神
の
支
配
領
域
へ
と
去
っ
て
し
ま
っ
た
お
前
に
、

私
は
も
う
会
え
な
い
。〔
三
三
・
三
八
〕

*

か
わ
い
い
子
よ
、
も
し
私
が
お
前
の
う
え
に
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
の
な
ら
、〔
私
の
〕
こ
の
意
識
も
、
苦
し
み
の
毒
に
よ

る
失
神
の
力
に
よ
っ
て
、
も
う
戻
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。〔
三
三
・
三
九
〕

*

か
の
聖
教
を
受
持
し
て
〔
世
に
〕
出
生
す
る
者
た
ち
、
ま
た
解
脱
の
境
地
に
住
す
る
者
た
ち
は
、
愛
し
い
者
を
、
ま
る
で
化
作
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四
一

さ
れ
た
も
の
（
幻
）
の
よ
う
に
恐
れ
て
、
遠
ざ
け
る
。〔
三
三
・
四
〇
〕

*
と
て
も
善
い
聖
教
を
見
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
に
、
私
が
持
っ
て
い
る
凡
人
性
を
〔
こ
う
し
て
〕
守
る
こ
と
で
、
こ
の
心
は
後

で
き
っ
と
後
悔
す
る
だ
ろ
う
。〔
三
三
・
四
一
〕

*

太
陽
が
空
の
真
ん
中
に
来
た
時
、
蓮
華
に
覆
わ
れ
た
池
に
水
浴
び
に
行
っ
て
、
母
象
の
乳
房
か
ら
離
れ
て
、
鼻
の
先
を
揺
ら
し

て
い
る
〔
お
前
〕。—

 

あ
あ
今
日
は
、
い
か
な
る
象
に
私
は
つ
い
て
行
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。〔
三
三
・
四
二
〕

*

牙
で
高
い
木
を
破
壊
し
た
り
、
河
の
岸
辺
の
土
や
ク
シ
ャ
草
の
切
れ
端
を
〔
体
に
〕
つ
け
た
ま
ま
、
マ
ダ
の
せ
い
で
緑
の
岸
辺

に
穴
を
開
け
た
り
し
て
い
る
、〔
大
人
の
象
に
な
っ
た
〕
お
前
の
端
正
な
顔
が
私
に
は
も
う
見
ら
れ
な
い
の
だ—

美
し
さ
で
魅

す
る
そ
の
耳
に
よ
っ
て
〔
生
じ
た
〕
風
に
よ
っ
て
う
ろ
う
ろ
と
飛
び
巡
っ
て
い
る
蜜
蜂
た
ち
が
い
る
、〔
お
前
の
〕
顔
が
。」〔
三
三
・

四
三
〕

*

ま
る
で
顔
を
通
し
て
心
か
ら
外
に
溢
れ
出
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
〔
涙
〕、
眼
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
〔
溜
ま
っ

た
〕
涙
が
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
細
い
涙
の
滴
り
と
な
っ
て
、
傷
が
あ
る
仔
象
を
濡
ら
し
ま
し
た
。〔
そ
の
時
〕
近
づ
い
て
〔
牟

尼
の
嗚
咽
を
〕
聞
き
つ
け
た
女
た
ち
（
精
霊
た
ち
？
）、
善
い
言
葉
を
語
る
者
た
ち
は
〔
こ
の
よ
う
に
〕
遠
く
で
声
を
発
し
ま
し
た
。

「〔
愛
情
と
い
う
〕
少
し
の
歓
び
に
依
存
す
る
者
た
ち
は
、
他
者
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
非
力
で
す
」
と
。〔
三
三
・
四
四
〕

*

こ
の
よ
う
に
し
て
、
肩
の
あ
た
り
ま
で
鹿
皮
が
ず
り
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
、
痩
せ
細
っ
た
体
の
〔
仙
人
〕
は
、
地
面
に
立
っ

た
ま
ま
、
そ
の
仔
象
に
両
眼
を
向
け
て
い
ま
し
た
。
泣
き
続
け
、
悲
し
み
に
苦
し
ん
で
い
る
そ
の
牟
尼
へ
の
憐
憫
に
よ
っ
て
、
住

居
の
場
所
に
あ
る
樹
々
は
、
花
々
の
ま
わ
り
を
巡
っ
て
い
る
蜜
蜂
た
ち
の
音
に
よ
っ
て
ま
る
で
〔
も
ら
い
泣
き
の
〕
声
を
立
て
て

い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。〔
三
三
・
四
五
〕

◇　

*

そ
の
時
神
々
の
王
は
、
一
瞬
で
そ
の
あ
り
方
か
ら
、
(a)
〔
頭
に
〕
羊
樹
の
よ
う
に
曲
が
っ
た
重
た
い
螺
髻
の
髪
束
を
結
ん
で
肩

の
上
ま
で
載
せ
て
い
る
、
(b) 

水
を
入
れ
た
瓶
を
ぶ
ら
下
げ
た
杖
を
持
っ
た
、
(c) 

胸
を
〔
黒
羚
羊
の
〕
皮
で
覆
っ
た
、
(d) 

手
首
の
あ
た



四
二

り
に
〔
数
珠
の
よ
う
に
〕
蓮
の
華
鬘
を
巻
い
た
、
(e) 〔
指
に
〕
草
の
根
と
ク
シ
ャ
草
を
少
し
掴
ん
だ
、
(f) 

腿
の
所
に
は
垂
れ
下
が
っ
た

樹
葉
の
衣
を
着
け
て
い
る
、
(g) 

ま
る
で
『
感
官
の
寂
静
』
が
具
現
化
し
た
姿
の
よ
う
な
婆
羅
門
ら
し
い
聖
な
る
光
輝
を
も
つ
、
苦
行
者

の
姿
へ
と
化
作
し
て
、
仙
人
に
近
づ
い
て
来
る
と
、
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

*

「
偉
大
な
仙
人
よ
、
自
分
の
家
族
の
中
の
愛
す
る
者
を
見
な
が
ら
、
そ
の
死
の
苦
し
み
を
耐
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
あ
な
た
は

こ
の
よ
う
に
泣
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
象
の
沐
浴
の
よ
う
な
も
の
で
す 　

。〔
そ
れ
で
〕
何
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う

か
。*

感
覚
の
対
象
へ
の
欲
望
を
き
れ
い
な
皮
で
覆
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
の
身
体
〔
へ
の
愛
着
〕
と
、
家
族
の
束
縛
と
い
う
悪
徳

を
捨
て
去
っ
た
は
ず
の
、
あ
な
た
の
こ
の
啼
泣
は
、
牟
尼
で
あ
る
人
々
〔
の
行
為
〕
と
合
致
せ
ず
、
愛
情
の
束
縛
ゆ
え
に
知
性
が

盲
目
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
知
性
あ
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
笑
う
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。〔
三
三
・
四
六
〕

*

〔
死
者
に
対
し
て
〕
生
じ
た
愛
情
を
も
つ
者
た
ち
が
泣
い
て
苦
し
み
の
声
を
発
す
る
こ
と
、
す
ぐ
さ
ま
涙
を
こ
ぼ
す
こ
と
が
、
も

し
死
王
（
ヤ
マ
）
の
国
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
愛
す
る
者
た
ち
の
た
め
に
相
応
し
い
こ
と
な
ら
ば
、
全
て
の
大
地
で
〔
人
々
は
〕
こ
の

よ
う
に
し
て
、
生
き
て
い
る
間
ず
っ
と
〔
悼
ん
で
〕
泣
き
続
け
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。〔
三
三
・
四
七
〕

*

善
行
の
小
さ
な
果
報
の
ゆ
え
に
、
た
と
え
寿
命
と
繁
栄
を
十
分
に
具
え
て
も
、
そ
の
状
態
は
生
き
物
た
ち
に
と
っ
て
た
ち
ま
ち

消
え
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
譬
え
ば
、〔
火
に
く
べ
る
〕
供
物
を
手
に
持
っ
た
親
族
の
吐
息
に
よ
っ
て
煽
ら
れ
て
少
し
だ
け
〔
炎

が
〕
光
り
輝
い
て
も
、
薄
く
て
青
黒
い
一
ひ
ら
の
〔
煙
と
し
て
〕、
火
の
す
べ
て
の
火
花
が
〔
灌
が
れ
た
〕
水
に
た
ち
ま
ち
消
え
て

し
ま
う
よ
う
に
。〔
三
三
・
四
八
〕

*

譬
え
ば
一
匹
の
象
が
、
明
白
な
恐
怖
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
生
じ
、
自
由
な
幸
せ
を
欲
す
る
故
に
、
太
く
て
高
い
繋
柱
を
引
き
抜

い
て
〔
象
舎
か
ら
逃
亡
す
る
〕
よ
う
に
、
あ
な
た
が
〔
か
つ
て
〕
明
白
な
恐
怖
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
生
じ
、
自
由
な
幸
せ
を
欲
す

る
故
に
、
心
の
力
に
よ
っ
て
、
家
族
へ
の
堅
い
愛
情
を
根
か
ら
〔
引
き
抜
い
て
〕
森
に
去
っ
た
の
な
ら
、
な
ぜ
〔
い
ま
さ
ら
〕
堅

（
37
）
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四
三

固
な
こ
の
愛
情
と
い
う
捕
縛
の
縄
を
、
再
び
自
分
に
投
げ
か
け
る
の
で
す
か
。〔
三
三
・
四
九
〕

*
過
去
の
劫
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
苦
行
者
た
ち
で
あ
っ
た
婆
羅
門
た
ち
の
先
駆
者
で
あ
る
ア
ラ
ネ
ー
ミ
は
、
人
の
寿
命
が
八
万

年
の
時
に
出
現
し
ま
し
た
の
に
、
彼
は
「
命
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
」
と
知
っ
て
、
資
財
を
捨
て
て
、
森
に
住
ん
だ
の
で
す 　

。

し
か
る
に
今
、
寿
命
は
ご
く
短
い
の
に
、
愚
か
者
た
ち
は
〔
家
族
へ
の
愛
情
に
〕
執
着
し
て
、
ど
う
し
て
も
捨
て
る
こ
と
を
し
ま

せ
ん
。〔
三
三
・
五
〇
〕

*

秋
に
な
れ
ば
雲
は
水
を
全
く
失
い
ま
す
し
、
蔓
の
よ
う
な
雷
光
も
雲
か
ら
姿
を
消
し
ま
す
。
動
・
不
動
の
も
の
（
動
物
・
植
物
と

無
生
物
）
か
ら
成
る
こ
の
全
世
界
で
、
何
か
、
自
性
と
し
て
相
互
に
離
れ
な
い
も
の
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
が
か
つ
て
あ
っ
た
で
し
ょ

う
か 　

。〔
三
三
・
五
一
〕

束
の
間
の
欲
望
か
ら
結
ば
れ
た
者
も
、
生
活
の
場
を
共
有
し
て
い
た
者
も
、
た
と
え
様
々
な
感
情
を
す
べ
て
表
現
し
合
っ
て
い
て

も
、
人
は
皆
た
ち
ま
ち
愛
し
た
者
を
捨
て
去
る
も
の
で
す—

光
が
ラ
ン
プ
か
ら
出
る
よ
う
に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
。〔
三
三
・
五
二
〕

射
手
に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
高
く
弓
が
発
出
さ
れ
、
ど
ん
な
に
遠
く
ま
で
飛
ん
で
い
っ
て
も
、
結
局
は
落
ち
て
し
ま
う
の
と
同
様
に
、

〔
生
き
物
は
〕
ど
ん
な
に
努
力
を
な
し
て
己
が
体
を
守
っ
た
と
し
て
も
、
最
後
に
は
必
ず
衰
落
（
死
）
が
あ
り
ま
す
。〔
三
三
・
五
三
〕

『
死
』
と
い
う
こ
の
悪
し
き
者
は
、
幼
い
子
で
も
少
年
で
も
、
青
年
で
も
老
人
で
も
、
愚
者
で
も
ヴ
ェ
ー
ダ
学
者
で
も
、
見
逃
す
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
山
林
に
入
っ
た
火
が
〔
す
べ
て
を
呑
み
込
ん
で
〕
ど
こ
ま
で
も
伝
い
、
広
が
り
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で

す
。〔
三
三
・
五
四
〕

こ
の
命
と
い
う
も
の
は
た
ち
ま
ち
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
諸
々
の
享
楽
は
水
の
急
流
の
よ
う
に
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
、
賢
者
は
そ
れ
故
、『
法
の
身
体
』（
ダ
ル
マ
・
シ
ャ
リ
ー
ラ
） 　

の
獲
得
と
し
て
の
『
寂
滅
』
に
向
か
っ
て
、
絶
え
ざ

る
努
力
を
し
て
ゆ
く
の
で
す
。〔
三
三
・
五
五
〕

輪
廻
的
生
存
の
あ
る
限
り
、
ず
っ
と
『
法
の
身
体
』
が
他
世
界
へ
逝
き
つ
つ
あ
る
〔
自
分
に
〕
随
行
す
る
様
な
、
そ
の
よ
う
な
人

（
38
）

（
39
）

（
40
）



四
四

物
を
、
賢
者
た
ち
は
「
同
伴
者
を
も
つ
者
」
と
見
な
し
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
者
は
、
た
と
え
親
友
を
持
っ
て
い
よ
う
と
〔
死
時
に
〕

同
伴
者
を
も
ち
ま
せ
ん
。〔
三
三
・
五
六
〕

い
つ
も
老
・
病
・
死
が
生
じ
る
三
界
中
の
生
存
に
お
い
て
、
誰
が
平
気
な
心
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
も
し
焼
け
る
家
の
中
で

も
か
ま
わ
ず
寝
て
い
よ
う
と
望
む
人
が
い
れ
ば
、
怠
惰
で
無
思
慮
な
者
た
ち
の
中
で
も
最
高
位
に
置
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。〔
三

三
・
五
七
〕

賢
者
に
と
っ
て
、
苦
悩
の
拡
大
に
つ
な
が
る
故
に
、
何
か
の
存
在
と
強
い
愛
情
の
絆
を
結
ぶ
こ
と
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
譬

え
ば
〕
生
き
て
い
た
い
と
望
む
人
の
誰
が
い
っ
た
い
、
シ
ュ
ー
と
音
を
た
て
る
恐
ろ
し
い
毒
蛇
の
穴
の
中
に
、
呪
文
も
得
て
い
な

い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
手
を
入
れ
る
で
し
ょ
う
か
。〔
三
三
・
五
八
〕

「
あ
た
か
も
ラ
ン
プ
を
手
に
掲
げ
持
つ
者
の
よ
う
に
、
私
は
有
（
輪
廻
的
生
存
）
の
頂
き
か
ら
、
ど
の
人
を
殺
そ
う
か
と
見
渡
し
て

い
る
の
だ
」
と
〔
言
わ
ん
ば
か
り
に
〕、
か
の
『
無
常
性
』
は
、
怠
惰
な
無
思
慮
さ
の
故
に
何
ら
対
策
を
な
そ
う
と
し
な
い
愚
か
な

者
た
ち
を
〔
眺
め
〕、
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。〔
三
三
・
五
九
〕

生
き
物
た
ち
の
命
の
持
続
が
長
く
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
速
く
流
れ
る
水
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
一
握

り
の
塵
の
よ
う
な
も
の
で
す
。〔
三
三
・
六
〇
〕

も
し
人
が
何
か
の
存
在
の
上
に
結
び
つ
け
て
い
る
愛
情
の
糸
を
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
そ
の
愚
迷
者
は
い
つ
〔
輪
廻
と
い

う
〕
生
か
ら
生
へ
の
大
い
な
る
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。〔
三
三
・
六
一
〕

〔
そ
れ
を
認
識
し
〕
決
意
し
た
者
た
ち
は
、『
智
慧
』
と
い
う
斧
を
も
っ
て
、
そ
の
〔
生
の
連
鎖
〕
を
断
ち
切
る
の
で
す
。
そ
れ
故
、

『
智
慧
』
の
増
大
を
願
う
善
き
人
は
、
最
高
の
聖
者
た
ち
に
親
近
す
べ
き
で
す
。〔
三
三
・
六
二
〕

ち
っ
ぽ
け
な
も
の
、
大
き
な
も
の
、
遠
く
の
も
の
、
近
く
の
も
の—
何
で
あ
ろ
う
と
、
賢
者
は
無
常
性
の
故
に
、
そ
れ
を
「
私

の
所
有
だ
」
と
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。〔
三
三
・
六
三
〕
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四
五

そ
う
し
て
、
肉
体
（
色
）
な
ど
の
〔
生
命
存
在
の
構
成
要
素
た
る
〕
集
ま
り
（
五
蘊
）
は
瞬
時
に
滅
し
ゆ
く
故
に
、
そ
れ
ら
を
厭
う

時
、
離
貪
し
た
人
は
愛
著
を
離
れ
て
、
解
脱
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。〔
三
三
・
六
四
〕

「
私
は
解
脱
し
た
」
と
認
識
し
、
清
ら
か
な
知
と
見
（
解
脱
知
見
）
を
も
つ
者
と
し
て
、「
自
己
の
誕
生
を
滅
ぼ
し
終
わ
っ
た
」
と
知

れ
ば
、
か
く
し
て
、
も
う
再
生
を
見
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。〔
三
三
・
六
五
〕

美
し
い
昼
咲
き
の
蓮
も
、
花
弁
な
ど
の
〔
構
成
要
素
の
〕
集
ま
り
が
な
け
れ
ば
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
肉
体
（
色
）

な
ど
の
集
ま
り
（
五
蘊
）
を
離
れ
て
、
心
の
働
き
を
も
つ
も
の
（
我
）
が
〔
別
に
〕
有
る
と
は
、
智
者
は
見
ま
せ
ん
。」〔
三
三
・
六
六
〕

◇　

そ
の
時
、
輪
廻
の
あ
り
方
（
自
性
）
を
明
ら
か
に
し
た
菩
薩
（
イ
ン
ド
ラ
）
の
言
葉
を
聞
い
て
、
す
で
に
悲
歎
の
心
を
離
れ
た
か
の

牟
尼
は
、「
あ
あ
見
事
で
す
。
見
事
に
お
語
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
」
と
讃
歎
し
て
か
ら
、
こ
う
語
り
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
『
言
葉
』
と
い
う
月
光
を
得
て
、
私
が
持
っ
て
い
た
こ
の
迷
妄
の
闇
は
た
だ
ち
に
消
え
去
り
ま
し

た
。〔
三
三
・
六
七
〕

愚
か
な
者
も
、
智
慧
あ
る
指
導
者
の
下
で
愚
か
さ
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
太
陽
が
昇
れ
ば
、
蓮
も
必
ず
閉
じ
た
状
態
を
脱

す
る
の
で
す
。」〔
三
三
・
六
八
〕

◇　

菩
薩
は
言
い
ま
し
た
。「
そ
れ
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
し
ま
せ
ん
。

智
者
は
、
行
為
者
が
な
し
た
善
と
悪
の
行
い
が
必
ず
幸
福
と
不
幸
を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
識
し
て
、〔
心
身
の
〕
安
ら
か
さ
を
壊
し

て
し
ま
う
程
に
諸
感
官
に
支
配
さ
れ
た
状
態
に
自
身
を
導
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
感
官
の
対
象
に
関
心
を
向
け
ず
、
途
切
れ
る
こ

と
の
な
い
憶
念
（
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
）
を
保
持
す
る
者
は
、
究
極
の
達
成
を
得
る
の
で
す
。—

 

こ
の
教
え
を
、
導
師
（
グ
ル
）
た
ち

か
ら
受
け
得
た
人
は
、
臨
終
の
際
に
苦
し
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」〔
三
三
・
六
九
〕

◇　
〔
そ
し
て
続
け
て
言
い
ま
し
た
。〕「
し
か
し
お
見
事
、
ご
立
派
で
す
、
大
仙
よ
。
あ
な
た
は
す
ば
や
く
事
の
本
質
を
見
極
め
る
知
性

を
お
持
ち
で
す
。
こ
れ
で
私
は
苦
労
し
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
こ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。



四
六

聞
い
た
途
端
に
す
べ
て
の
事
を
理
解
す
る
よ
う
な
聴
き
手
に
は
、
ぜ
ひ
教
え
聞
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
二
度
繰
り
返
し
説
か
れ
て

理
解
す
る
者
な
ら
、
説
き
手
の
言
葉
は
そ
れ
で
も
甲
斐
が
あ
る
。
し
か
し
何
度
も
明
晰
に
語
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
解
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
人
形
の
様
な
そ
の
者
に
は
不
毛
な
疲
労
を
得
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
賢
者
は
沈
黙
の
誓
行
を
な
す
の
が
よ
い
。」 　

〔
三
三
・
七
〇
〕

◇　

そ
の
後
、「
わ
れ
は
イ
ン
ド
ラ
で
あ
る
！—

 

わ
が
神
力
に
よ
り
、
こ
の
仔
象
は
再
び
蘇
れ
！
」
と
、
彼
は
そ
う
言
葉
を
発
し
て
、
神

通
力
に
よ
っ
て
そ
の
仔
象
を
起
き
上
が
ら
せ
ま
し
た
。
か
の
牟
尼
は
甚
だ
驚
き
ま
し
た
。

太
陽
の
輝
き
を
恥
じ
入
ら
せ
る
ほ
ど
に
眩
し
い
王
冠
の
光
を
も
ち
、
ま
た
清
澄
な
大
宝
石
の
あ
る
真
珠
の
紐
飾
り
の
光
耀
が
頸
の

ま
わ
り
を
覆
っ
て
い
る
、
そ
の
イ
ン
ド
ラ
神
の
姿
を
再
び
取
っ
た
菩
薩
は
、
た
ち
ま
ち
バ
ラ
ラ
ー
マ
の
衣
の
よ
う
に
青
黒
い
虚
空

の
中
へ
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。〔
三
三
・
七
一
〕

◇　

か
の
牟
尼
は
そ
の
仔
象
を
伴
っ
て
、
歓
喜
し
た
心
で
再
び
苦
行
林
に
入
り
ま
し
た
。

長
い
時
が
経
ち
、
仔
象
で
あ
っ
た
時
が
過
ぎ
る
と
、
そ
の
象
は
森
の
奥
の
四
方
の
空
間
を
マ
ダ
液
で
薫
ら
せ
な
が
ら
、
広
大
な
山

麓
の
地
を
領
分
と
し
て
、
牙
の
打
撃
に
よ
っ
て
敵
対
す
る
象
た
ち
を
追
い
払
う
、
象
王
に
な
り
ま
し
た
。〔
三
三
・
七
二
〕

そ
の
象
は
、
或
る
時
に
は
女
の
乳
房
に
似
た
形
の
果
実
が
沢
山
つ
い
た
ビ
ル
ヴ
ァ
（
ゾ
ウ
ノ
リ
ン
ゴ
）
の
枝
を
掴
み
、
折
り
取
っ
て

牟
尼
に
与
え
ま
し
た
。
ま
た
〔
別
の
時
に
は
〕
雨
水
に
濡
れ
て
い
る
幾
つ
も
の
実
を
つ
け
た
マ
ン
ゴ
ー
の
枝
々
を
彼
の
も
と
に
運

ん
で
き
ま
し
た
。〔
三
三
・
七
三
〕

心
を
有
す
る
者
（
生
物
）
の
一
体
い
か
な
る
者
が
、
(a) 

憐
れ
み
深
く
、
(b) 

い
つ
で
も
徳
あ
る
行
為
を
な
す
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
、

(c) 

心
の
底
（
本
性
）
か
ら
同
情
的
な
暖
か
い
優
し
さ
を
示
す
、
(d) 
偉
大
な
精
神
を
有
す
る
、
(e) 

か
つ
て
〔
自
分
を
〕
助
け
て
く
れ

た
、
一
人
の
聖
者
に
対
し
て
、
心
に
い
つ
ま
で
も
続
く
愛
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。〔
三
三
・
七
四
〕

「
か
わ
い
い
息
子
よ
、
ム
ス
タ
ー
草
（
マ
ハ
ス
ゲ
）
を
裂
い
た
芳
香
を
漂
わ
せ
、
幾
筋
も
の
マ
ダ
液
を
滴
ら
せ
て
い
る
お
前
は
、
な （

41
）
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四
七

ん
と
大
き
く
な
っ
た
こ
と
か
」
と
、
そ
う
、
そ
の
〔
巨
象
〕
に
言
い
な
が
ら
、
か
の
牟
尼
は
、
岩
壁
で
擦
っ
た
た
め
一
部
分
に
傷

が
で
き
た
牙
を
撫
で
ま
し
た
。〔
三
三
・
七
五
〕

さ
ら
に
〔
言
葉
を
続
け
〕、
(a) 

あ
た
り
を
飛
び
回
る
蜜
蜂
が
芳
し
い
匂
い
が
す
る
〔
頭
部
の
〕
マ
ダ
液
を
飲
も
う
と
す
る
の
を
軽

く
耳
を
ば
た
つ
か
せ
て
追
い
払
っ
て
い
る
、
(b) 

他
の
象
王
た
ち
の
牙
に
よ
っ
て
切
ら
れ
た
傷
痕
が
頭
に
あ
る
、
そ
の
象
に
向
か
っ

て
、
説
き
聞
か
せ
る
者
の
中
で
も
最
も
巧
み
な
者
で
あ
る
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
聞
か
せ
ま
し
た
。〔
三
三
・
七
六
〕

「
象
王
よ
、〔
そ
の
よ
う
に
〕
耳
を
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
芳
香
あ
る
マ
ダ
液
（
ダ
ー
ナ
）
を
飲
み
た
が
っ
て
い
る
蜂
た
ち
を
追
い
払
っ

て
は
い
け
な
い
よ
。
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
〔
施
者
の
〕
侮
蔑
的
な
態
度
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
布
施
（
ダ
ー
ナ
）
は
、
ど
れ
ほ
ど
量
が

あ
っ
て
も
、
乞
う
者
た
ち
に
喜
び
を
少
し
も
与
え
な
い
も
の
だ
か
ら
ね
。〔
三
三
・
七
七
〕

象
王
よ
、
も
し
お
前
が
い
つ
ま
で
も
竹
で
暗
い
林
の
中
で
〔
自
分
の
〕
群
を
守
り
た
い
と
願
う
の
な
ら
、
そ
し
て
操
縦
者
が
打
ち

刺
す
突
き
棒
の
尖
端
が
起
こ
す
苦
痛
を
望
ま
な
い
の
な
ら
、
お
前
は
人
王
た
ち
が
派
遣
し
た
雌
の
象
た
ち
の
後
を
追
っ
て
は
い
け

な
い
よ
。
も
し
賢
く
〔
行
動
で
き
〕
な
い
な
ら
、
誰
が
一
体
、
愛
執
か
ら
大
き
な
災
い
へ
と
巻
き
込
ま
れ
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。〔
三
三
・
七
八
〕

さ
あ
今
頃
、
お
前
の
群
が
き
っ
と
、
お
前
の
こ
め
か
み
に
擦
ら
れ
て
マ
ダ
液
が
付
着
し
た
〔
あ
ち
こ
ち
の
土
手
の
〕
土
を
嗅
ぎ
、

ま
た
〔
お
前
の
〕
寝
床
だ
っ
た
場
所
の
、
叢
の
草
の
先
が
裂
か
れ
、〔
通
っ
た
道
の
〕
へ
り
の
あ
た
り
が
牙
に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る

の
を
眺
め
て
、
口
い
っ
ぱ
い
に
咥
え
て
い
た
草
を
口
か
ら
離
し
、
首
を
も
た
げ
て
、
お
前
の
こ
と
を
恋
し
が
っ
て
い
る
よ
。
だ
か

ら
行
き
な
さ
い
、
群
の
王
よ
。
顔
の
ま
わ
り
を
飛
ぶ
蜜
蜂
た
ち
に
褒
め
歌
わ
れ
て
い
る
お
前
は
、
ま
た
再
び
私
に
会
え
よ
う
。」〔
三

三
・
七
九
〕

◇　

そ
の
立
派
な
巨
象
が
や
が
て
群
に
戻
っ
て
い
っ
た
時
、
か
の
牟
尼
は
草
庵
に
入
り
、
禅
定
に
深
く
専
念
し
ま
し
た
。

—

　

さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
、
か
の
世
尊
（
釈
尊
）
が
あ
ら
ゆ
る
生
を
経
る
中
で
、
決
し
て
利
他
を
怠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
よ
く



四
八

考
え
て
、
あ
な
た
方
は
彼
の
教
え
を
遵
守
す
る
者
で
あ
り
な
さ
い
。

『
シ
ャ
ク
ラ
（
帝
釈
天
）・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
四
部
類
の
〕
第
三
話
〔
終
わ
る
〕。

【
注
】

（
1
） 　

ハ
リ
バ
ッ
タ
の
梵
文
の
新
し
い
出
版
で
あ
る Straube 

版
で
は
、
こ
の
作
品
は
全
三
四
話
で
は
な
く
三
五
話
か
ら
成
る
。
そ
れ
は
本
来
三
四
話
で
完
結
す

べ
き
作
品
の
最
後
の
位
置
に
、
釈
尊
の
成
道
ま
で
を
語
る
短
い
仏
伝
の
作
品
を
、* Sarvārthasiddhajātaka 

と
い
う
章
名
を
も
っ
て
第
三
五
章
と
し
て
置
い

た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
仏
伝
は
た
し
か
に
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
蔵
訳
に
お
い
て
も
、
三
四
の
章
が
終
わ
っ
た
後
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
仏
伝
の
章
は

チ
ベ
ッ
ト
で
蔵
訳
が
作
ら
れ
た
一
二
世
紀
よ
り
前
か
ら
イ
ン
ド
で
三
四
章
の
後
に
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
最
終
章
の
仏
伝
は

作
者
よ
り
後
の
時
代
の
編
集
者
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
最
初
に
構
想
し
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー

ラ
ー
の
作
品
の
形
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
作
品
の
手
本
に
倣
っ
て
全
三
四
話
で
完
結
す
べ
き
作
品
を
構
想
し
た
は

ず
で
あ
る
し
、
菩
薩
の
「
六
波
羅
蜜
」
の
区
分
の
中
で
三
四
の
各
話
を
配
置
し
て
作
っ
た
の
で
あ
り
、
も
し
そ
の
作
品
に
六
波
羅
蜜
の
ど
の
区
分
に
入
ら

な
い
仏
伝
が
加
え
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
本
編
に
対
す
る
付
録
的
な
扱
い
で
加
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
そ
の
仏
伝

作
品
（
増
広
さ
れ
た
梵
文 Śākyasiṃ

hajātaka 

の
原
形
と
し
て
の
仏
伝
テ
ク
ス
ト
）
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
真
作
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
点

で
私
は H

ahn 

博
士
よ
り
も Straube  （2018

）
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
真
作
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
写
本
伝
統
で
そ
れ
が
三
四

章
の
後
に
置
か
れ
て
き
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
真
作
で
な
い
と
い
う
疑
惑
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
今
後
も
そ
の
仏
伝
と
他
の
作
品

と
の
比
較
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
文
体
が
似
て
い
る
と
い
う
理
由
で
著
者
不
明
の
仏
伝
テ
ク
ス
ト
が
イ
ン
ド
の
或
る
時
代
に
ハ

リ
バ
ッ
タ
の
写
本
に
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
真
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
彼
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
と
は
別

の
独
立
し
た
作
品
と
し
て
書
い
た
も
の
が
、
数
世
紀
後
の
時
代
の
人
に
よ
っ
て
、
作
者
が
同
じ
で
あ
る
（
ら
し
い
）
と
い
う
理
由
で
、
三
四
章
か
ら
成
る

ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
の
写
本
の
後
ろ
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
見
な
す
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
ほ
ど
の
大
詩
人
が
一
作
品
し
か
作
ら
な

か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
第
三
五
章
の
仏
伝
は
彼
の
複
数
の
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
後
代
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
四
章

の
最
後
に
、
作
者
に
よ
る
「
作
品
終
結
の
言
葉
」
と
思
わ
れ
る
一
詩
節
（
三
四
・
七
四
）
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
そ
こ
で
彼
の
作
品
を
完

結
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
釈
尊
の
現
世
の
物
語
で
あ
る
仏
伝
作
品
に -jātaka 

の
語
を
付
け
て
名
付
け
た
第
三
五
章
の
タ
イ
ト
ル 



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（７）

四
九

* Sarvārthasiddhajātaka 

に
は
、
少
な
か
ら
ず
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
誕
生
か
ら
成
道
の
出
来
事
ま
で
を
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
前
生
譚
）
と
見

な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
奇
妙
な
章
名
は
作
者
の
責
任
で
は
な
く
、
三
四
の
す
べ
て
の
章
の
名
が -jātaka 

で
あ
る
作
品
本
体
と
合
体
さ
せ
て
第
三

五
章
に
す
る
た
め
に
後
の
時
代
の
編
集
者
が
機
械
的
に -jātaka 

を
付
け
た
せ
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ-jātaka 

を
取
っ
て
、* Sarvārthasiddhajātaka 

で
は
な
く * Sarvārthasiddha 

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
て
、
先
の
三
四
の
章
と
は
別
扱
い
に
し
た
方
が
、
無
理
が
無
い
よ
う
に
思
う
。
以
上
の
私
の
意
見
を

ま
と
め
る
な
ら
、
第
三
五
章
が
真
作
か
ど
う
か
は
今
後
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
真
作
の
可
能
性
は
全
く
は
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
し
ハ
リ
バ
ッ

タ
の
作
品
は
構
想
と
し
て
三
四
章
で
完
結
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
、
第
三
五
章
は
別
の
作
品
か
も
し
れ
ず
、
も
し
真
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ハ
リ
バ
ッ

タ
が
自
ら
の
手
で
第
三
五
章
と
い
う
形
に
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る —

 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
2
） 　

H
ahn 

（2005 , p. 9

） 

の
計
算
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
最
後
に
あ
る
釈
尊
の
仏
伝 35 . Sarvārthasiddha 

を
除
外
し
た
全
体
の
三
四
の
章
の
う
ち
、
二
二

パ
ー
セ
ン
ト
の
梵
文
が
失
わ
れ
、
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
梵
文
が
現
存
す
る
。
梵
文
が
完
全
な
形
で
伝
わ
る
章
は
第
一
〜
八
、
一
一
〜
一
二
、
一
九
〜
二
〇
、

二
二
〜
二
四
、
二
六
、
三
二
、
三
四
章
で
あ
る
。
梵
文
の
一
部
が
欠
け
て
伝
わ
る
章
は
第
九
、
一
四
、
一
六
、
一
八
、
二
五
、
二
七
〜
三
〇
、
三
三
章
で

あ
る
。
全
く
梵
文
が
な
い
章
は
第
一
〇
、
一
三
、
一
五
、
一
七
、
二
一
、
三
一
章
で
あ
る
。
な
お
梵
文
が
現
存
す
る
章
の
う
ち
、H

ahn 

博
士
の
死
後
に 

Straube 

校
訂
版
で
初
め
て
梵
文
が
発
表
さ
れ
た
章
は
第
九
、
一
六
、
一
八
、
二
三
、
二
五
、
二
七
〜
三
〇
、
三
三
、
三
四
章
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
第
二

三
と
三
四
章
以
外
は
梵
文
が
部
分
的
に
欠
損
し
た
章
で
あ
る
。

（
3
） 　

こ
の
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
蔵
訳
は
、
梵
文
を
知
ら
ず
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
だ
け
を
読
ん
で
読
み
手
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
配
慮
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な

い
、
甚
だ
機
械
的
な
翻
訳
で
あ
っ
て
、
意
味
が
曖
昧
な
箇
所
が
か
な
り
あ
る
。
早
い
速
度
で
梵
文
の
語
順
を
あ
ま
り
変
え
る
こ
と
な
く
通
り
一
遍
の
逐
字

的
翻
訳
を
済
ま
せ
た
初
段
階
の
作
業
を
終
え
た
後
、
本
来
は
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
の
、
訳
文
を
再
度
練
り
直
す
第
二
段
階
の
作
業
に
進
む
こ
と
な
く
、

草
稿
の
ま
ま
放
置
し
て
訳
出
を
完
了
さ
せ
て
し
ま
っ
た
仕
事
ら
し
い
。
梵
文
の
一
語
一
句
に
ひ
た
す
ら
蔵
訳
を
貼
り
付
け
て
い
っ
た
最
初
の
作
業
段
階
の

訳
文
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
チ
ベ
ッ
ト
で
の
翻
訳
作
業
の
手
順
を
知
る
好
適
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
作
品
が
チ
ベ
ッ
ト
人
に

と
っ
て
も
大
変
読
み
づ
ら
い
文
献
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
名
訳
と
言
わ
れ
る
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
蔵
訳
と
は
明
暗
を
分
け
た
。

（
4
） 　

こ
の
点
に
確
証
は
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
第
二
六
話
ジ
ャ
ー
ジ
ュ
ヴ
ァ
リ
ン
は
、
仏
典
の
中
に
も
そ
の
話
の
短
い
伝
承
が
パ
ラ
レ
ル
文
献
と
し
て
見
つ

か
る
も
の
の
、H

ahn （2005

） 

が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
仏
典
で
は
な
く
大
叙
事
詩
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
に
あ
る
そ
の
話
を
直
接
利
用
し
て

そ
の
章
を
作
っ
た
可
能
性
が
高
い
。—

　

恐
ら
く
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
品
で
は
聖
典
に
仕
え
る
侍
女
た
る
べ
き
仏
教
文
学
と
主
人
た
る
べ
き
聖
典
と
の
上
下

関
係
が
や
や
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
が
イ
ン
ド
の
敬
虔
な
仏
教
徒
た
ち
か
ら
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ソ
ー
ス
が
聖
な
る
伝
承
（
経
蔵
に
属
す
る



五
〇

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』）
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
話
の
筋
を
必
要
以
上
に
変
え
ぬ
よ
う
注
意
し
な
が
ら
詩
作
し
た
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
立
場
と
、
素
材
に
用

い
た
伝
承
へ
の
忠
実
性
以
上
に
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
と
し
て
の
作
品
の
芸
術
的
な
出
来
具
合
を
重
ん
じ
る
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
立
場
が
、
作
品
の
評
価
で
ぶ
つ
か
る
こ

と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
こ
の
作
品
の
『
序
』
の
詩
節
〇
・
四
に
お
い
て
自
ら
、「
世
の
人
々
は
私
の
作
品
を
笑
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と

か
「
恥
を
知
ら
な
い
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
」
と
、
世
間
か
ら
の
批
判
を
覚
悟
し
た
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
あ
た
り
に
理
由
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
序
』
の
〇
・
三
で
、
彼
は
「
こ
の
こ
と
を
私
も
心
得
て
お
り
ま
す—

 

偉
大
な
詩
人
た
ち
は
甚
だ
ア
ー
ガ
マ
（
部
派
仏
教
の
阿

含
聖
典
）
に
精
通
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
詩
作
は
世
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
。」
と
記
し
て
か
ら
、
し
か
し
「
自
分
の
目
的
［
達
成
］
の
希
求
が
得
意
で

あ
る
私
は
、
菩
薩
の
行
為
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
の
宣
布
に
お
い
て
言
葉
を
用
い
ま
す
」
と
彼
は
作
品
の
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
私
自
分
の
詩
人
と
し
て

の
立
場
は
、
聖
典
に
精
通
し
た
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
な
ど
の
先
の
偉
大
な
詩
人
の
立
場
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
後
の
時
代
に

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
僧
団
が
ハ
リ
バ
ッ
タ
よ
り
も
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
作
品
の
方
を
尊
び
、
評
価
し
た
の
は
、
蔵
訳
の
翻
訳
と
し
て
の
質
の
相
違
の
せ
い

も
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
仏
説
た
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
伝
承
に
対
し
て
ハ
リ
バ
ッ
タ
ほ
ど
自
由
な
書
き
方
を
し
て
い
な
い
、
そ
の
精
神
的
な
態
度
を

評
価
し
た
と
思
わ
れ
る
。
篤
信
の
仏
教
徒
は
恐
ら
く
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
も
つ
、
伝
承
の
聖
性
を
さ
ほ
ど
重
視
せ
ず
に
感
動
を
与
え
る
詩
芸
術
と
し
て
の
完
成

度
を
優
先
さ
せ
る
姿
勢
を
、
危
険
な
堕
落
の
兆
候
と
し
て
疑
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
で
は
女
性
た
ち
が
主
人
公
と
し
て
出
て
く
る
新

し
さ
も
、
軽
佻
浮
薄
と
見
な
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
て
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
品
は
宗
教
書
と
し
て
の
評
価
は
高
く
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
詩

芸
術
と
し
て
そ
れ
は
イ
ン
ド
仏
教
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
文
学
が
完
熟
期
に
お
い
て
到
達
し
え
た
最
高
の
地
点
を
な
す
こ
と
は
疑
え
な
い
。

（
5
） 　

第
九
話
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
は
蔵
訳
か
ら
判
断
し
て
全
四
一
詩
節
か
ら
成
る
が
、
第
二
六
詩
節
の pāda b 

か
ら
こ
の
章
の
最
後
ま
で
の
箇
所
の
梵
文
が
写

本
の
欠
損
に
よ
り
失
わ
れ
て
い
る
。
本
話
に
は H

ahn &
 Lohöher （2016

） 

の
独
訳
と K

horoche （2017

） 

の
英
訳
が
あ
る
。—

　

な
お
、
本
話
の
パ
ラ
レ
ル

文
献
は 

① Avadānaśataka, 32  K
avaḍa （Tib.: Tshangs pas byin =

 * B
rahm

adatta

）  ≈ 

大
正 N

o. 200

『
撰
集
百
縁
経
』（
32
）「
梵
与
王
施
婆
羅
門
穀
縁
」T4  

217 c-218 a; 

② D
ivyāvadāna, 20  K

anakavarṇāvadāna; 

③ B
odhisattvāvadānakalpalatā, 42  K

anakavarṇāvadāna; 

④ 

大
正 N

o. 162

『
金
色
王
経
』 T3 , 

388 a-390 c; 

⑤ 

大
正 N

o. 155

『
佛
説
菩
薩
本
行
経
』
中
の
一
話 T3  109 c-110 b.

（
6
） 　

こ
の
九
・
二
と
九
・
三
の
詩
節
は
、
八
・
七
と
八
・
八
の
詩
節
と
同
文
で
あ
る
。
実
は
第
八
話
（
第
八
章
）
に
連
続
し
て
存
在
す
る
六
つ
の
詩
節
は
す
べ

て
他
の
章
か
ら
の
逐
字
的
借
用
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
第
八
話
の
七
と
八
は
第
九
話
の
二
と
三
の
借
用
、
そ
の
次
の
第
八
話
の
九
と
一
〇
は
第
二
〇
話
の
二

と
三
の
借
用
、
そ
の
次
の
第
八
話
の
一
一
と
一
二
は
第
二
三
話
の
二
と
三
の
詩
節
の
借
用
と
し
て
説
明
で
き
る
。Straube （2019 , 476

） 

が
記
す
よ
う
に
、
韻

律
の
変
化
か
ら
考
え
て
も
そ
う
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
存
写
本
に
見
ら
れ
る
第
八
話
へ
の
六
つ
の
詩
節
の
付
加
増
広
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
本
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五
一

人
が
わ
ざ
わ
ざ
行
っ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
写
本
の
伝
承
の
中
で
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
推
測
に
基
づ
き
、
写
本
の
伝
承
ど
お
り
の
形
を
示
す 

H
ahn 

校
訂
本
の
第
八
話
に
あ
る
そ
れ
ら
の
六
つ
の
詩
節
は
、Straube 

新
校
訂
本
で
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
第
八
話
の
詩
節
番
号
が

八
・
七
か
ら H

ahn 

校
訂
本
（
と
そ
れ
に
基
づ
く
私
の
発
表
済
み
の
和
訳
）
と
六
ず
つ
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
7
） 　

チ
ャ
ー
タ
カ
鳥
は
、
ど
れ
ほ
ど
渇
し
て
も
特
定
の
時
期
に
降
っ
て
く
る
雨
滴
を
欲
し
、
そ
れ
だ
け
を
飲
ん
で
生
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
鳥
。
ホ
ト
ト
ギ

ス
科
チ
ャ
バ
ラ
カ
ッ
コ
ウ
。

（
8
） 　

こ
の
第
二
一
詩
節
は
名
句
と
し
て Vallabhadeva 

の Subhāṣitāvali 

に
引
用
さ
れ
た
（3476

）。

（
9
） 　

マ
ー
ン
ダ
ー
ラ
は
イ
ン
ド
ラ
神
の
天
界
に
あ
る
五
神
樹
の
一
つ
。
地
上
の
樹
と
し
て
は
真
っ
赤
な
花
を
咲
か
せ
る
デ
イ
ゴ
に
あ
た
る
。

（
10
） 　

第
九
話 26+

 

散
文
の
途
中
で
の
、
こ
こ
か
ら
本
話
の
章
末
ま
で
の
文
は
、
梵
文
（
写
本
第
二
一
葉
）
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
蔵
訳
か
ら
訳
し
た
部
分
で
あ

る
。

（
11
） 　

こ
こ
で
私
が
「
ま
る
で
全
身
を
黄
金
の
装
飾
品
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る
象
の
姿
に
似
た
」
と
訳
し
た
箇
所
の
原
文
の
蔵
訳
は (1)  gser gyi rgyan gyis 

brgyan par byas pa' i glang po che dang ' dra bar, (2)  kun nas gser gyi rgyan gyis brgyan pa' i glang po che bzhin du 

で
あ
る
。
そ
の

 (1) 
と 

 (2) 
と
の
二
つ

の
蔵
訳
の
文
は
、
内
容
か
ら
判
断
し
て
恐
ら
く
同
一
の
梵
文
を
や
や
違
え
た
形
で
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
訳
す
る
時
に
、
少
し
違
う
訳
を
二
種
類

作
っ
て
そ
れ
を
紙
に
記
し
た
後
、
片
方
の
訳
を
削
り
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
様
な
、
推
敲
前
の
訳
と
推
敲
後
の
訳
が
ど
ち
ら
も
残
っ
て
し
ま

う
と
い
う
ミ
ス
は
、
第
二
五
話
の
第
二
八
詩
節
の
蔵
訳
で
も
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
蔵
訳
が
訳
出
後
に
一
度
も
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ

ず
、
校
閲
の
機
会
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
12
） 　
「
療
治
を
〔
離
れ
る
〕
如
く
」
と
訳
し
た gnyen dang ' dra bar 
は
、
或
い
は
「
親
族
を
〔
離
れ
去
る
〕
如
く
」
と
訳
す
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
涼
し
く

な
っ
た
の
で
栴
檀
か
ら
離
れ
る
こ
の
蛇
た
ち
の
行
動
は
、H

JM
 12 .8+

 
の
箇
所
で
も
表
現
さ
れ
る
。

（
13
） 　

原
文
の m

chu dang 

の
語
を m

chu * ring 「
長
い
嘴
」
の
間
違
い
と
見
て
訳
し
た
。
つ
ま
り
鸚
鵡
が
フ
ト
モ
モ
の
木
の
葉
の
形
に
似
た
長
い
嘴
を
も
つ
、

と
解
釈
し
た
。

（
14
） 　

原
文
の bar khyab pa 

を * sar khyab pa 

と
読
み
、「
覆
わ
れ
た
大
地
」
と
訳
し
た
。
英
訳 （K

horoche p. 71

） 

も
同
様
の
解
釈
を
示
す
。

（
15
） 　

第
二
一
話
ダ
ル
ダ
ラ
は
現
在
ま
で
梵
文
が
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
蔵
訳
の
み
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
章
で
あ
る
。
こ
の
章
に
つ
い
て
、M

ichael H
ahn （1979

） 

は
学
界
で
初
め
て
、
そ
の
蔵
訳
の
校
訂
テ
ク
ス
ト
・
独
訳
・
語
彙
を
発
表
し
、
説
話
内
容
の
分
析
と
並
行
話
の
考
察
を
行
っ
た
。
同
時
に
蔵
訳
の
そ
の
章

は H
ahn 

博
士
の
『
古
典
チ
ベ
ッ
ト
語
教
本
』（
初
版 1971 , H

am
burg

）
で
練
習
用
の
読
み
物
と
し
て
用
い
ら
れ
、
改
訂
第
七
版
の H

ahn （1996

） 

で
は
そ
の



五
二

蔵
訳
テ
ク
ス
ト
と
語
彙
が Lesestück III 

（S. 246 -256

） 

に
あ
る
。（
私
は
改
訂
前
の
教
科
書
に
よ
り
、
か
つ
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
そ
の
蔵
訳
テ
ク
ス
ト
の
授
業

を
受
け
た
。）
そ
の
後
教
科
書
の
虎
の
巻
で
あ
る H

ahn （2003

） 

の
本
が
出
た
が
、
そ
の
蔵
訳
の
独
訳
と
脚
註
は Lesestück III （S. 54 -63

） 

に
あ
っ
て
、
以
前

の
翻
訳
と
は
少
し
意
見
を
変
え
て
い
る
所
も
あ
る
。
私
は
今
回
蔵
訳
か
ら
和
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
、H

ahn 

先
生
の
そ
れ
ら
の
仕
事
を
活
用
さ
せ
て
頂
い
た

が
、
し
か
し
自
分
な
り
の
解
釈
を
取
っ
た
箇
所
も
あ
る
。—

　

こ
の
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
第
二
一
話
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
と
し
て
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
が
あ

る
。
①
パ
ー
リ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ 304  D

addarajātaka,　

②
大
正 N

o. 152

『
六
度
集
経
』
巻
第
五
（
四
八
） T3  27 c, 　

③
大
正 N

o. 203

『
雑
宝
蔵
経
』
巻
三

「（
二
九
）
龍
王
偈
縁
」 T4 , 461 b-463 c

。
こ
れ
ら
の
ダ
ル
ダ
ラ
章
の
資
料
は H
ahn &

 Schm
idt-G

lintzer （1979

） 

に
よ
っ
て
『
雑
宝
蔵
経
』
を
中
心
に
内
容

が
吟
味
さ
れ
た
。

（
16
） 　

H
ahn （1975 , 85 -86

） 
は 21 .3+

 

の
こ
の
文
が
『
雑
宝
蔵
経
』
に
あ
る
次
の
文
（T4 , 464 a9 -13

）
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
文
の
由
来
を
考
察
し
て
い

る
。「
大
威
徳
あ
り
て
龍
形
を
厭
い
、
恒
に
善
趣
に
向
い
人
と
作
ら
ん
と
求
む
。
若
し
沙
門
婆
羅
門
の
浄
戒
を
修
持
し
又
多
聞
な
る
を
見
ば
、
形
を
変
じ
て

供
養
し
常
に
親
近
し
、
八
日
と
十
四
十
五
日
、
八
戒
を
受
持
し
て
心
意
を
検
し
、
己
が
住
処
を
捨
て
て
他
方
に
詣
ず
」。
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
ソ
ー
ス
は
明
ら
か

に
南
伝
の D

addarajātaka 

よ
り
も
北
伝
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
17
） 　

H
ahn （2003 , 57

） 

の
提
案
に
従
い
、pāda b 

の m
i ' gro ba 

を ni ' gro ba 

と
読
ん
だ
。

（
18
） 　

chu rta' i gdong gi m
e 「

水
の
馬
の
口
の
火
」
の
訳
は
梵
語
の * vadabām

ukhāgni 「
雌
馬
の
口
の
火
」（
南
極
の
水
底
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
地
獄
の
入
口
の

火
）
に
あ
た
る
。H

ahn （1997

）, G
lossar, S. 290  

を
参
照
。

（
19
） 　

こ
の
文
に
つ
い
てH

ahn （1979 , 101

） 

と H
ahn （1996 , 253

） 

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
解
釈
を
示
す
。

（
20
） 　

第
二
九
話
ニ
ル
パ
マ
ー
は
蔵
訳
か
ら
判
断
し
て
全
三
六
詩
節
か
ら
成
る
が
、
第
二
九
詩
節
の pāda b 

か
ら
話
の
最
後
（
第
三
六
詩
節
）
ま
で
の
箇
所
の
梵

文
が
写
本
の
欠
損
に
よ
り
失
わ
れ
て
い
る
。
本
話
に
は K

horoche （2017

） 

の
英
訳
が
あ
る
。
な
お
、
本
話
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

（
21
） 　

第
二
九
話
の
こ
の
第
二
九
詩
節 pāda b 

以
降
、
本
話
の
章
末
ま
で
は
梵
文
写
本
の
欠
損
の
た
め
、
蔵
訳
か
ら
訳
し
た
部
分
で
あ
る
。

（
22
） 　

蔵
訳
に
お
い
て
、
こ
の
第
三
一
詩
節
（de nas brtan m

o' i dbus [ ...]  gos bskyur ro /

）
は
五
句
（5  pāda

）
か
ら
成
る
。

（
23
） 　

蔵
訳
上
、
こ
の
第
三
四
詩
節
は
二
句
（2  pāda

）
の
み
か
ら
成
る
韻
文
で
あ
る
が
、
た
だ
し
二
句
の
詩
は
異
例
な
の
で
、
元
の
梵
文
は
散
文
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
。

（
24
） 　

こ
の
第
二
九
話
の
末
尾
で
締
め
括
り
の
散
文
の
後
に
置
か
れ
た
第
三
六
詩
節
は
、
そ
の
置
か
れ
た
位
置
か
ら
判
断
し
て
後
の
時
代
に
付
加
さ
れ
た
詩
節

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
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五
三

（
25
） 　

第
三
一
話
ス
ヤ
ー
ト
ラ
の
章
は
梵
文
が
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
蔵
訳
の
み
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
章
で
あ
る
。
本
章
に
つ
い
て H

ahn 

（1980

） 

の
論
文
は 

U
daya-jātaka 

と
い
う
名
で
そ
の
蔵
訳
テ
ク
ス
ト
・
独
訳
・
並
行
話
の
比
較
研
究
・
語
彙
を
発
表
し
た
。
ま
た H

ahn 

博
士
の
『
古
典
チ
ベ
ッ
ト
語
教
本
』
で

は
練
習
用
の
読
本
と
し
て
こ
の
章
が
用
い
ら
れ
た
。
教
科
書
の
初
版
（1971

）
で
は Sugata-Jātaka 

と
い
う
章
名
で
あ
っ
た
が
、
後
の
版
で U

daya-Jātaka 
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
教
科
書
の
改
訂
第
七
版
の H

ahn （1996

） 

で
は Lesestück IV

 （257 -266

） 

に
そ
の
章
の
蔵
訳
テ
ク
ス
ト
と
語
彙
が
あ
る
。
ま
た
そ
の

教
科
書
の
虎
の
巻
で
あ
る H

ahn （2003

） 

で
は Lesestück IV

 （64 -73

） 

に
お
い
て
少
し
修
正
し
た
独
訳
と
脚
註
が
示
さ
れ
た
。
私
は
そ
れ
ら
を
参
照
し
な
が

ら
、
今
回
の
蔵
訳
か
ら
の
和
訳
を
作
成
し
た
。

（
26
） 　

こ
の
詩
節
の pāda a 
の bde ba' i cha 

の
語
を H

ahn 

博
士
は
梵
語
の * sukhabhāga 「
幸
い
な
る
運
命
」
を
訳
し
た
も
の
と
推
測
す
る
が
、
私
は * sukhaleśa 

の
訳
語
で
あ
る
と
見
て
、「
わ
ず
か
な
快
楽
」
と
訳
し
た
。bde ba' i cha 

の
語
は H

JM
 14 .11  

や 25 .240  

に
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
箇
所
で sukhaleśa 

の
訳

語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た pāda bc 

の sem
s kyi //  sem

s 

の
語
を H

ahn 

先
生
は * citta-caitasika 「
心
・
心
所
」（
心
王
と
種
々
の
心
作
用
）
の
訳
語
と

推
測
す
る
が
、
詩
と
し
て
美
し
く
な
い
語
な
の
で
、
私
は
こ
こ
で
そ
れ
と
は
異
な
る
解
釈
を
取
っ
た
。

（
27
） 　

ハ
リ
バ
ッ
タ
の
第
三
一
話
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
本
話
の
主
人
公
の
梵
語
名
は
未
だ
不
明
の
ま
ま
で
、
学
問
的
に
確
定
出
来
て
い
な
い
名
で
あ
る
が
、
今

回
私
は M

artin Straube （2019 , pp. 15 -16

） 
の
意
見
に
従
い
、
そ
の
名
を
ス
ヤ
ー
ト
ラ Suyātra 

と
し
た
。
本
話
の
主
人
公
の
名
は
蔵
訳
で
は legs ' gro 

で
あ

り
、
第
三
一
章
の
コ
ロ
フ
ォ
ン
に
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
第
三
五
章
の
蔵
訳
が
完
了
し
た
後
の
位
置
に
置
か
れ
た
四
つ
の
詩
節
の
三
番
目
の
詩
節

に
は
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
第
三
一
章
か
ら
三
五
章
ま
で
の
五
つ
の
章
名
を
列
挙
す
る
文
（uddāna

）
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
第
三
一
話
の
タ
イ
ト
ル
を rab ' gro 

と
記
し
て
い
る
（
北
京
版 233 b5 , 

デ
ル
ゲ
版 197 a2

）。
こ
の
よ
う
に legs ' gro 

で
は
な
い
別
の
読
み rab ' gro 

も
蔵
訳
に
存
在
す
る
。
さ
て M

ichal H
ahn 

博

士
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
を
研
究
し
始
め
た
最
初
の
頃
の
発
表
に
お
い
て
、
蔵
訳
の legs ' gro 

に
相
当
す
る
梵
語
名
は
ス
ガ
タ * Sugata 

で
あ
る
と
推
測
し
て
い
た

が
、
し
か
し H

ahn （1980

） 

の
論
文
で
そ
れ
を
修
正
し
て
梵
語
名
を
ウ
ダ
ヤ * U

daya 

で
あ
る
と
考
え
た
。
通
常
、
蔵
訳 legs ' gro 

に
あ
た
る
梵
語
を * U

daya 

と
見
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、H

ahn （1980

） 

は
類
話
が
パ
ー
リ
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
第
四
五
八
話 U

daya-jātaka 

に
あ
る
と
見
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
主
人
公

の
名
を * U
daya 

と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
話
を
比
べ
て
み
る
と
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
で
説
か
れ
る
「
主
人
公
の
男
が
三
日

の
間
、
女
の
も
と
に
も
た
ら
す
贈
物
を
一
日
ご
と
に
価
値
の
よ
り
劣
っ
た
も
の
に
変
え
て
い
っ
た
が
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
男
は
『
一
日
ご
と

に
人
の
美
は
減
少
す
る
か
ら
だ
』
と
返
答
し
た
」
と
い
う
、
命
や
若
さ
の
美
の
無
常
を
示
す
教
訓
的
モ
チ
ー
フ
と
、
よ
く
趣
旨
が
似
た
も
の
が
そ
の
ジ
ャ
ー

タ
カ
に
も
第
四
四
詩
節
に
あ
る
の
で
、
そ
の
点
で
両
作
品
は
確
か
に
似
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
教
訓
的
な
モ
チ
ー
フ
以
外
の
話
の
要
素
に
つ
い

て
は
と
て
も
不
一
致
点
が
多
く
、
そ
も
そ
も
全
体
的
に
話
が
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
パ
ー
リ
の
本
生
話
を
本
当
に
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
本
話



五
四

に
相
当
す
る
パ
ラ
レ
ル
文
献
と
見
な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
深
刻
な
疑
問
が
湧
く
の
は
否
め
な
い
。* U

daya 

の
名
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
に
元
々
根
拠
が

相
当
に
弱
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、H

ahn 

博
士
は
自
ら
そ
の
後
さ
ら
に
意
見
を
変
え
て
、H

ahn （2011 a, p. 12

） 

の
表
の
中
で
本
話
の
タ
イ
ト
ル
、
つ
ま
り
主

人
公
の
名
を * Yayā

（ti

） （?

） 

と
記
し
た
。
こ
の
意
見
の
変
更
は
、
二
〇
〇
四
年
に
チ
ベ
ッ
ト
で
見
つ
か
っ
た
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
梵
文
写
本 

B 

の
最
後
の
葉
に

全
三
五
話
の
各
章
の
タ
イ
ト
ル
一
覧
が
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
あ
る
文
字
を
判
読
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
梵
文
写
本
に
は
こ
の
第
三
一
話

の
梵
文
テ
ク
ス
ト
の
全
部
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
梵
文
写
本 

B 

に
あ
る
そ
の
各
章
の
タ
イ
ト
ル
一
覧
の
箇
所
の
記
述
だ
け
が
唯
一
の
手
が
か
り
と
な
る
が
、

し
か
し
そ
こ
に
記
さ
れ
た
本
話
の
タ
イ
ト
ル
の
箇
所
の
字
は
判
読
が
困
難
で
、Straube （2019 , pp. 15 -16 , 20

） 

に
よ
れ
ば 

B 

の
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
本

話
の
タ
イ
ト
ル
は [ y] ayā[ br] a 

で
あ
る
。（
た
だ
し [ p] apā[ vr] a 

或
い
は [ ṣ] aṣā[ vr] a 

と
読
む
可
能
性
も
あ
る
。）
そ
の
不
明
瞭
な
文
字 [ y] ayā[ br] a 

を
め
ぐ
っ
て H

ahn 

博
士
は * Yayāti 
の
名
を
考
え
た
の
に
対
し
、Straube 

博
士
は * Suyātra 

の
名
を
推
測
し
た
。
少
な
く
と
も
最
後
の
字 [ br] a 

の
母
音
は i 

と
は
読
め
な
い
し
、

蔵
訳
が legs ' gro 

か rab ' gro 
な
の
で
、* Yayāti 

と
読
む
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。Yayāti 

の
名
は
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
や
プ
ラ
ー
ナ
文
献
な
ど
に
よ

り
、
ヤ
ー
ダ
ヴ
ァ
族
と
パ
ー
ン
ダ
ヴ
ァ
族
の
祖
先
と
な
る
月
種
族
の
王
の
名
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
仏
典
で
も Yayāti 

は
『
仏
本
行
集
経
』
や
『
大

荘
厳
論
経
』
に
王
か
仙
人
の
名
と
し
て
耶
耶
坻
、
耶
耶
底
、
耶
耶
帝
と
し
て
出
る
。
他
方 Suyātra 

の
名
は Straube 

博
士
に
よ
れ
ば
梵
文
『
破
僧
事
』 

Saṃ
ghabhedavastu （ed. G

noli, II, 11
） 
に
出
る
、
二
人
の
隊
商
主 （sārthavāha

） 

の
う
ち
の
一
人
の
名
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
『
破
僧
事
』
の
記
述
は
ハ

リ
バ
ッ
タ
の
こ
の
第
三
一
話
と
何
も
接
点
が
無
く
、
無
関
係
で
あ
る
。『
破
僧
事
』
で
は
そ
の
隊
商
主 Suyātra 

は
辟
支
仏
に
成
っ
た
の
で
、
菩
薩
の
前
世

と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に Yayāti 
も Suyātra 

も
共
に
疑
わ
し
い
。
不
明
瞭
な
文
字
は Prayāṇa 

と
い
う
様
な
名
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

現
在
ま
だ
本
話
の
決
定
的
な
パ
ラ
レ
ル
文
献
と
な
る
北
伝
の
説
話
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
以
上
、
主
人
公
の
名
が
決
定
出
来
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
今
は

暫
定
的
に
本
話
の
主
人
公
の
名
と
し
て Suyātra 

の
名
の
方
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。Yayāti 

よ
り
も Suyātra 

の
ほ
う
が
蔵
訳
の legs ' gro 

の
語
に
近
い

の
は
確
か
で
あ
る
。

（
28
） 　

蔵
訳 srog shing 

は
梵
語 * yaṣṭi 「
枝
」
の
訳
語
で
あ
ろ
う
。H

JM
 8 .24+

, 12 .55+
 

等
に
そ
の
典
拠
が
あ
る
。

（
29
） 　

蔵
訳 m

ngon spong ba 「
捨
て
る
」
は
そ
の
動
詞
の
意
味
が
文
脈
に
合
わ
な
い
。rim

 gyis 「
ゆ
っ
く
り
と
」
と
い
う
副
詞
と
う
ま
く
繋
が
る
移
動
・
歩
行

の
動
作
を
示
す
、
動
詞
の
過
去
形
が
望
ま
し
い
。H

ahn （1996 , 259

） 

の
推
測
の
よ
う
に m

ngon * yong ba 

の
誤
記
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
私
は
「
近

づ
き
ま
し
た
」
と
訳
し
た
。

（
30
） 　

H
ahn （1996 , 261

） 

は
こ
こ
で chu

（
水
）
を * m

chu

（
唇
）
と
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
し
か
し ' dar ba' i * m

chu ldan m
a

「
わ
な
な
く
唇
を
も
つ

（
女
）
は
」
と
訳
す
と
、
微
笑
み
の
し
ぐ
さ
と
し
て
多
少
の
違
和
感
が
生
じ
る
。' dar ba' i 
は
梵
語
の * sphurat

（
燦
め
く
）
の
訳
で
あ
れ
ば
、「
燦
め
く
唇
を
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五
五

も
つ
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
私
は
「
燦
め
く
唇
を
動
か
し
」
と
訳
し
て
み
た
が
、
他
方
で
「
燦
め
く
水
を
持
っ
た
ま
ま
」
と
訳
す
可
能
性
も
残

る
。

（
31
） 　

H
ahn （1996 , 262

） 

に
よ
れ
ば
、
バ
ド
ラ
ー
が
語
る
「
最
も
優
れ
た
女
」（* varā

） 

の
表
現
は
、「
遊
女
」（* vārā

） 

を
示
唆
す
る
言
葉
遊
び
で
あ
る
。

（
32
） 　

こ
の
三
一
・
二
〇
詩
節
は
、
黄
金
が
熱
せ
ら
れ
る
と
そ
の
状
態
が
次
第
に
変
化
す
る
こ
と
に
喩
え
て
い
る
。
不
純
物
が
出
て
来
て
、
次
第
に
美
し
く
な
っ

た
と
い
う
意
味
に
取
る
と
、
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
乾
式
製
錬
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
単
純
に
熱
せ
ら
れ
た
場
合
、
未
精
錬
の
黄
金
は
不
純

物
の
せ
い
で
汚
く
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
か
。

（
33
） 　

原
文
の khyim
「
家
」
を * khyi 

あ
る
い
は * khyis

「
犬
に
」
と
読
む
こ
と
を H

ahn （2003 , 73

） 

は
提
案
す
る
。

（
34
） 　

第
三
三
話
シ
ャ
ク
ラ
は
蔵
訳
か
ら
判
断
し
て
全
七
九
詩
節
か
ら
成
る
が
、
第
二
七
詩
節
の pāda a 

の
途
中
か
ら
第
五
一
詩
節
の pāda b 

の
途
中
ま
で
、
本

話
の
中
間
部
分
の
梵
文
が
写
本
の
欠
損
に
よ
り
失
わ
れ
て
い
る
。—

　

な
お
本
話
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
は
今
の
と
こ
ろ
、
不
明
で
あ
る
。

（
35
） 　

蔵
訳
で
は
「
足
下
に
跪
い
た
神
々
の
群
の
（lha' i tshogs kyi

）
髻
の
宝
珠
」
と
記
さ
れ
る
が
、
梵
文
の
方
に
は
そ
の
「
神
々
の
群
の
」
に
あ
た
る
言
葉
が

欠
け
て
い
る
。
こ
の 33 .1+

 

の
文
で
は
 (a) 
と

 (b) 
の
修
飾
句
は
共
に
菩
薩
に
か
か
る
修
飾
句
で
あ
る
が
、
も
し
「
神
々
の
群
の
」
と
い
う
語
が
有
る
の
な
ら
、

少
な
く
と
も 

(d) 

の
修
飾
句
は
菩
薩
で
は
な
く
三
十
三
天
の
王
イ
ン
ド
ラ
を
表
現
す
る
修
飾
句
に
な
る
。
そ
こ
で
私
は
蔵
訳
に
従
っ
て
「
神
々
の
群
の
」
と

い
う
語
を
補
っ
た
上
で
、
(a) 

(b) 

の
句
は
菩
薩
に
か
か
る
表
現
、
(c) 

(d) 

の
句
は
イ
ン
ド
ラ
に
か
か
る
表
現
と
し
て
和
訳
し
て
み
た
。

（
36
） 　

第
三
三
話
シ
ャ
ク
ラ
の
こ
の
第
二
七
詩
節
以
降
、
第
五
一
詩
節
の pāda b 

ま
で
の
話
の
中
間
部
分
は
、
写
本
の
一
葉
（
B
 第
85
葉
）
の
欠
損
に
よ
っ
て
梵

文
テ
ク
ス
ト
が
失
わ
れ
て
お
り
、K

horoche （2017

） 

の
英
訳
で
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
は
蔵
訳
か
ら
そ
の
箇
所
も
訳
す
。

（
37
）　
「
象
の
沐
浴
」
と
い
う
表
現
は H

JM
 29 .22+

 

に
も gajasnānānurūpam

 

の
語
で
出
て
く
る
。

（
38
） 　

人
間
の
寿
命
が
八
万
歳
で
あ
っ
た
時
、
婆
羅
門
ア
ラ
ネ
ー
ミ
は
出
家
し
、
五
百
の
婆
羅
門
青
年
た
ち
に
寿
命
の
短
さ
に
つ
い
て
説
法
し
た
。
こ
の
ア
ラ

ネ
ー
ミ
の
説
話
は
中
阿
含160

『
阿
蘭
那
経
』
や
『
六
度
集
経
』  88  

や
『
根
本
有
部
律
薬
事
』
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
の
情
報
と
『
薬

事
』
か
ら
の
和
訳
は
八
尾
史 （2013

） pp. 429 -431  

を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
ア
ラ
ネ
ー
ミ
の
説
話
は
西
域
北
道
で
も
流
行
し
、
ト
ゥ
ム
シ
ュ
ク
語
・
ソ
グ
ド

語
・
ウ
イ
グ
ル
語
・
ト
カ
ラ
語
B
の
仏
典
と
し
て
も
こ
の
説
話
の
写
本
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
吉
田
豊 （2010

） pp. 85 , 188 , 196 , 200 , 204  

を

参
照
。

（
39
） 　

第
五
一
詩
節
の
「
秋
に
な
れ
ば
雲
は
水
を
全
く
失
い
ま
す
し
、
蔓
の
よ
う
な
」
ま
で
を
蔵
訳
か
ら
訳
し
、
そ
れ
に
続
く
文
は
梵
文
か
ら
の
訳
で
あ
る
。
そ

の
後
は
章
末
ま
で
梵
文
か
ら
の
訳
が
続
く
。



五
六

（
40
） 　
『
法
の
身
体
』（dharm

aśarīra

）
と
い
う
表
現
は
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
』
で
も
第
二
二
話
の
六
六
詩
節
に
出
て
く
る
。
そ
の
箇

所
で
は
『
身
体
』（śarīra

）
と
『
法
の
身
体
』
と
い
う
二
種
の
体
が
区
別
さ
れ
て
別
々
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
41
） 　

こ
の
第
七
〇
詩
節
は H

aribhaṭṭa 

の
作
と
し
て Vallabhadeva 

の Subhāṣitāvali

（2937

）
が
引
用
し
、
異
読
を
提
供
す
る
。
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五
七

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
『
哲
学
年
報
』
に
連
載
し
て
き
た
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
（
一
）
〜
（
六
）
の
論
文
に
あ
る
誤
記
を
、
正
誤
表
の
形
で
挙

げ
て
お
き
た
い
。論

文
・
頁
・
行

誤

正

（
一
）（
2
0
1
8
年
） 

108
頁 

10
行

ヴ
ィ
ド
ヤ
ー
ダ
ラ

ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
ダ
ラ

（
二
）（
2
0
1
9
年
） 
75
頁 

3
行

ハ
イ
ビ
ス
カ
ス

ブ
ッ
ソ
ウ
ゲ

（
二
）（
2
0
1
9
年
） 
101
頁 
14
行

(II)
は
ル
ル
鹿
本
生 （rurum

iga J 482

）

　

→ 

削
除

（
三
）（
2
0
2
0
年
） 

62
頁 
18
行

ビ
ン
ロ
ウ
ジ
（
檳
榔
子
）

キ
ン
マ
（
蒟
醤
）
の
葉

（
三
）（
2
0
2
0
年
） 

84
頁 

2
行

ヴ
ィ
ド
ゥ
ヤ
ー
ダ
ラ

ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
ダ
ラ

（
六
）（
2
0
2
3
年
） 

60
頁 

2
行

し
な
が
ら
〔
岸
辺
に
〕
い
ま
し
た

し
ま
し
た

（
六
）（
2
0
2
3
年
） 

61
頁 

15
行

供
物
の
食
物
を
供
え

火
を
供
養
し
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本
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